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定年退職期の 自我 同 一 性 に 関す る研究
＊

岡 本 祐 子禁＊＊
・山 本 多 喜 司類蘇

ASTUDY 　 ON 　 EGO 　 IDENTITY 　 IN 　 RETIREMENT 　PERIOD

Yuko 　 O ｝cAMOTo ，　 AND 　Takiji　 YAMAMoTo

　　The　purposes 　of　 this　study 　were 　to　clarify 　the　differences　of　retirement 　experience

frorn　the　 viewpoint 　of　ego 　identity　 crisis 　 and 　to　invest1gate　the　factors　related 　to　them ．

In　Study 　 I，　 psychological 　 inf］uence 　o ξ retirement 　 and 　the 　way 　tD　deal　 with 　it　were

analyzed 　by　giv宝ng 　the　 SCT 　to　220　men ．　 The 　following　seven 　Retirement 　 Recognition

Types　 were 　 found ： A ： The 　Ac しive−Welcomer ，　 B ； The　 Passive−Welcomer ，　 C ： The

Neutral ，　 D ： The 　Crisis，　 E ： The 　Resignated ，　 F ．　 The　 Escaper　and 　G ： The　Ambivalent．

The3e 　seven 　types　were 　ciassified ｛nto 　four　Marcia （1964）　
’
s　Identity　Statuses．　In　Study

II，　the 　corr 号lation　betsveen 　the　above 　statuses 　and 　1．the　achievemen 辷 level　of　psychosDcia ！

tas1くs　in　Erikson 　（1950）　and 　 2．　the　ego 　functions　was 　investigated、　 It　 was 　 clarified

that 　The 　Identity　 Achiever （The　Actlve−Welcomer ） achieved 　 psychosocial　 tasks　 better

and 　had 　better　functioned　ego 　in　compar 三son 　 with 　 the 　other 　statuses ．　 These　psychob
−

gical　traits　irnplied　the 　ability 　to　recogn 弖ze 　crises 　 and 　the　way 　to　resolve 　them 　leading

th ∈　
‘‘
reDrganization 　of 　ego 三dentity

，’・

　　Key 　words ： adult 　develepment ，　identity　crisis ，　 identi亡y　status ，　 reorganization 　of　ego

idenヒitY，　 retirement ，

問　 　題

　Erikson （195e） に よ れ ば ，自我同
一性 の 獲得 ， 達成

は，青年後薤 の 課題 で あ る が，個 々 入 の 自我 同
一

性 は ，

そ の 後 の 成人 期に お い て も，さ ま ざ ま な 心理 ・社会的変

化 を契機 に 問 い 直 さ れ ， 再吟味 され て ，さ らに成熱 し て

い くもの と考 え られ る 。青年後期 に 獲得 され た 自我同
一

性が，以後ど の よ う に変化す る の か ， あ る い は 変化 し な

い の か と い う罰 題 は，い ま だ 明 ら か で は な く， わ ず か に

DDnovan （1975a ，　b），　 Marcia （1976）　ら， 青年期 の 同

一性 ス テ イ タ ス 研 究 に よ っ て，問 題揺起 な い し示 峻 され

て い る に す ぎな い 。

　
＊
　本 研 究 は ，文 都 省昭 和 57年 亥 科 学 研 突 費 補 助 金

　　 〔総 台 研 究 A ＞ 「老 人 カ ウ ン セ リ ン グ の 総 合 的 研 究 」

　　 （課 題 番 g・00531016 ） に ょ る も の で あ る。
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り ， 広 島 郵 政 局 　 　 のご 協力を 得 た こ と を 記 し， 感謝

たし ま す ， ま た ， 　 　 本 論 文 を ご校閲いただいた ，

島大学 教 育 学 部 教 授 　 　 鑢 幹 八 郎 先 生に
くお 礼申 し 上げ ま すe ＊終＊　 広島 天学（ Department 　of　 Psycho ！

y ，　Faculty 　 　 of 　 Education， 　Hiroshirna

University ） 　一 方 t 成人発達（Adult 　 Devel
ment ）に関する研究 によっても ，吉年 期 以降 の

人 期 は決 して平担なもの で は な く ，心理 的 ，杜会 的

変 化 のお こり やす い 時 期 が あ る ことが
指摘されつ っある （Gould

，

78；Levinso 【1， ユ978 ； Lowenthal，1975； Vaill
t ，ユ 977 ） 。 自分の内 外 の 変化 に と も な っ て，

分の あ り方 を 改めて 問 い 直し ， 今後の人生の
再

方 向

け を行 う こ とを ． 「 自我同一 性 の 再 体 制 化 」 と 呼ぶ

らば， そ の 契 機 となる できごと は ，

成人 期 においても 数 多く存在 す る。 　 例え ぽ ， 中 年

が， 危 機 的 な 時 期で あ る と言われ る こ とが多 い の は

体力の衰 え ，子 供 の成長や 巣 立ち に よる 家 族構造の

化 など ， 自 分の 内 外 の 変 化 が こ の時期 に 集 中 し て お

り やすい から で あ ろ う 。 さ ら に ， それ ら の変 化を 契 機

  C こ れ まで の 人 生 の 見 直 し と 将来 へむけての 軌道 修 正

行 わ れ るこ とが多い（
武則 ， 1980 ） 。

の 現 象 は，まさ i こ 自我同 一 性の危 機 で あ る。

と ころで， 定 年 退職期は ，人 生 後 期 の主 要 な 転換期で

る。 職業は，人 生全般を通じ て， 個 々人 の自己 意 識 ，

社 会的役 割 や 社 会
・経

済 的地位などとも深く 結 び つ い て

ｨ り ， 個 々 人の同 一一性を規 定 する 重 要な 要である 。
し

がって

定年退
職
は職 業 生 活 の 終 わ りを 示し，自 我 同 一 一　 1 　 一



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

186 教 育 心 理 学 研 究　第33巻 　 第 3 号

性 に と っ て も重要な節 目で あ る と思 わ れ る。と こ ろ が ，

定年退職 を 自我同
一

性 の 危 機 とい う視点 で と ら え た 実証

的研究 は ，い ま だ ほ と ん ど行 わ れ て い な い ．人 生後期 の

転換期 の 通過の し 方 は ， 青年期以前 に 比 べ て，さまざま

な要西 が影響 し，そ の 対処 の し方 も千差 万 別 で あ ろ う。

こ の よ うな転換期で あ る定年退職体験 は ，個 々 人 に よ っ

て ど の よ うな 相違 が 見 られ る で あろ うか 。また，相違 が

あ る な らば，そ れ は ど の よ うな 要因 に よ る の で あ ろ うか 。

　本研究は，定年退職期 の 心理力動 を 自我同
一

性 の 危機

と い う視点 か ら検討し，以下 の 点に つ い て 考察 し た 。 ま

ず．研究 1 に お い て は ， 定年退職体験が心 理 的 な危機で

あ る か 否 か に焦点化 し て ， 退職 の 心理的影響や 対処 の し

方 の 相違 を明確化 し，こ れ を退 職認 知 タ イ プ と し て 類型

化 した 。っ つ い て研 究 目で は，研 究 ｝に お い て 見出され

た 退職認知 タ イ プ を自我 同
一

性 ス テ イ タ ス の 視点 か ら分

析す る こ と に よ り，退職体験 の 相違 に 関連す る 要因 に つ

い て 考察 し た 。

研 　　究　 1

　 目　 的

　定年退職期 は 心理的な危機 期 で あ る か 否 か と い う観点

か ら ， 定年退職の 心 理的影響や対処 の し方 の 相違 を検討

す る 。

　 方　法

　U）被験者 （以下 ， Ss．と略す。）

　中国5 県 の 郵便局 に 管理者 と し て 勤務す る 男性 220名 。

こ れ らの Ss．は ．
　 TABLE 　 1 に 示 し た 5群に分類 した 。

こ の うち ， 退職者群は，こ こ 2 年以内に定年退職 し た者，

未退職者群 の うち，第 4 群 の 普通郵便局管理 者群 は ，こ

れ か ら 2 年以内 に 定年退職 をむか え る者で あ る。普通郵

便局勤務者は，定年退職 の 年齢が 明確に定め ら れ て お

b ，い わ ゆ る ナ ラ リー
マ ン 的な ス テ イ タス で あ る 。

一

方 ，特定郵便局長 は ， 退職年齢は 比較的随意 で あ り，60

才 をこ え て な お 勤務 し て い る者も多 くみ られ る 。

TABLE 　 1　被験者

一
退
i・・waffl郵編 潴 騨 （再就職 者） ・・ 1 …
一

弖
職
者
群

〃 （再就職未i定者）　　ユ8 5S．6

3．元特定郵便 局 長 42 62．3

一
5

退
職
者「

未 群 4．普通 郵便局 管理 者 54 57．563

、9

　   手続

　 次 の よ うな内容 の 文章完成法 （SCT ） に よ る 質問紙を

作成 した 。⊂ Erikson （上950）の 入 格 発 達 分 化 図 式 に 示 さ

れ た第 1 〜 8 段階 の 各心理社会的課題 に 焦点化 し たSCT

22項 目　（刺 激 項 目 1ま TABLE 　11 に 示 し た。以 下，自我 同

一
性 SCT と路 す tt）。：  定年退職 二対する意識や態度に

関す るSCT 　6 項 目 （例，1．定 年退 職 は 私 ：二 と っ て，2．定

年 前，私 は 退 職 に そ な え て ，3．定 年 退 職 後 ご〕 私 の 生 活

は，4．定 年 退 職 後，私 は 社 会 と，な ど ）。

　 質問紙は，郵送に よ っ て 配布，回収 し，回収率 は 83．3

％ で あ っ た 。調 査 は，1981年 6 月 に 行 わ れ ．；こ 。

　   反応 の 評定 と分類

　　 ユ）定年退職 認知 タ イ プの 分類

　 定年退職 iこ関す る SCT 　6項 目に 対す る 反応 は，以下

の 2 つ の 観点 か ら分析 し た 。そ の 結果，見 出 さ れ た 類型

を，定年退職認知 タ イ プ と名 づ け た 。

　◎定年退職が 自分 に 及 ぼ す影響 に 対す る 認知

　　　　　　　　　　　　（Positive−Ne ロtral−・Negative ＞

　 Positive二 定年退職は 自分 に と っ て萄迎 す べ き好 ま し

い もの で あ る と肯定的 に と らえられ て い る 。

　Neutral ： 定 年退職 は 単な る 「区切 り」で あ P ，自分

に と っ て肯定的意味 も否定的意味 もも っ て い ない とと ら

え られ て い る 。

　 Negative： 定年退職は 自分 に と っ て 否定的な意味 をも

っ て お う1 ，自我 を脅 か す もの と と ら えられ て い る 。

　   退職や 退職生 渚 に対 す る か か わ P方

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Active−Passive）

　 Active： 定年退職に積極的な 関心や姿勢 を示 し ， 退職

生活 に も主体的 に か か わ ろ うと し て い る 。

　 Passive： 定年退職は，自分 の カで は ど う し よ う も な

い もの で あ る と い う受動的 な姿勢 を示 し，退職生活 に 対

し て も主 体性が見 られ な い
。

　　2）自我同
一

性 SCT の 分析

　 自我 同 一性 に 関 す る SCT22 項 目に 対す る 反応 は，内

容分析 を行 う と と もに ， 以下 の 方法 で 得点化 し た 。 す

な わ ち，Gruen （1964）を参考 に して 筆 者 の 作成 し た ス

コ ァ リ ン グ
ー
マ ニ ュァ ル （TABLE 　11）に 基 づ い て ，　 High

（H ）， Middle（M ），　 LOw （L）の 3段階に評定 し，そ れ ぞ

れ 3 点 （High ）
〜 1 点 （Low ）を与 え た 。

　1），
2＞の 分類 お よび評定 は ， 2 名 の 評定者 （そ の うち

1 名 は 筆 者 ） に よ っ て 行わ れ，一致率 は ，定年退職認知

タ イ プ 80，4％ ， 自我同
一

性 SCT83 ．6％ で あ っ た 。

特定郵便局 長 55

合 計 1　22u 60，3
結　果

（1＞定年退職認知 タイ プ

一
　2　

一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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　定 年退職 に 関す る SCT 　6 項 目 を， 方法（3）−1）の 2 つ

の 観点か ら分析 した と こ ろ，TABLE 　2 の 7 つ の 類型が

見出 され た 。

　　　 TABLE 　 2　　 定年退職認知タ イ プ

州鑼 灘
A ・

B ・

　 　 　 　 主な展応側

　 〔SCTCE 年退職 は私に とっ て 」｝

轡 重

N

571
−．一一

汐

Tolu1 1　［・　20

1 許

三 詐

4 詐

5fif

　 　 　 　 　 　 　 　 　
L「．’．「

霧

　 　 　 　 c 申：・
匚
哩．〜1、・聖

卩
7．　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

試
・離← 7…灘

’

「
、　　　　　　 B　　　　　　 C

　 　
・．’

せモ
’

・霊・を．耀 ．・．
』
　 蔚

’
そ
’・

剰　　　　
」’：

一

l　 A 　　　 B　　 C　蓐D 軈 燃難G 二卜．．

；
，「

A 　　 　 　君　 　 　　 　c ・・：・・’・琳 ｝・「・．旨・．・‘・・．靉：li
…

A　　　　　 B　　　　　　c

； 募，。

　 FIG．1．各群別 の 定年退職認知 タ イ プの 割合

各 々 の タ イプ の 概要 は ， 以下 の とお りで あ る 。

A 積極的歓迎型 1 定年退職は ，

ノ

ノ

〆
冫

Tr
　！

p

』

『−二

　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 自分 の 人 生 に と っ て重

要 な 意味 を もつ もの と し て 主 体的 に うけ と め て い る 。そ

の 結果 ， 退職や退職後 の 人生 は 好ま し い もの と認知 され

て お り，
’
肯定的 に と ら え られ て い る 。退職後 もこ れ まで

の 職業生活 に か わ る 具体的な計画 が あ り ， 仕事 に せ よ．

個 入 的 な楽しみ に せ よ，主 体的 に と り くむ姿勢が示 され

て い る 。

　B 受動的歓迎型 ： A 型 と同様 ， 定年退職 は歓迎 され て

い る が，そ の 理 由は ，A 型 と異な っ て ，仕事 か ら解放 さ

れ る 安堵感や 自由が 得 られ る た め と い う受動的な もの で

あ る 。 退職生活 も， 趣味や楽し み を中心 と し た diseng −

agemen し 的 な もの で あ ），受動的な 姿勢が特徴 で あ る。

　 C 中立型 ： 定年退職 を単 な る 「区 切 り」 と と らえ て お

り，退職 は 自分 に と っ て 重要な意味 をもたず ， ま た そ れ

ほ ど 大 き な 影響 を及 ぼ さ な い と認 知 して い る 。

　D 危機型 二 定 年退職 は ， 自分 に 入生 に と っ て 非常に 重

大 な こ と と して 受 け と め て い る 。退職 は 「人 生 の 墓揚 」

「人生 の 終 わ り」 で あ り， 自我 に と っ て 非常 に 否定的 で

脅威的な意味あ い をも っ て い る 。 こ の タイ プの 人 は ， 現

役 で 職業生活が将来に わ た っ て 長 く続け られ る こ と を期

待 し て i5　1），仕事な しの 退職後 の 展望 は ほ と ん ど持 ち得

て い な レ 

　 E あ き ら め 型 ： 退職は 「の が れ る こ と の で き な い 事

実 」 と し て，や む を得ず受け入 れ て い る。退職後の 生 活

に つ い て も肯定的 な意味あ い は み られ ず，受動的 な姿勢

を示 し て い る 。

　 F 逃 避 型 ： 定年 退 職 は 自分 に と っ て 重大 で あ り ， し か

も否定的 な意味をもつ もの と認知 して い な が ら．そ れ へ

の 対処 の 仕方 を見出せ て い な い 。 退職後 の 生活 に つ い て

も，不安定 で 混乱 し た 姿勢を示 し て い る 。

　G ア ン ビバ レ ン ッ 型 ： 退職は 自分に と っ て 重大で あ る

が ，は っ き 1 と し た
一

定 の 認知 を もつ に 至 っ て い な い 。

　〈2＞定年退 職 の 前 と後に お け る タ イ プ の 変化

　各 Ss．群 の 各 々 の タ イ プ の 占め る 割合 は，　 FI6．1 に 示

した と お 夢で あ る 。
こ れ らの タイ プ の うち，退職 を否定

的 に 認知 して い る D 〜G の 4 型 は ， A ・B の 歓迎型 ，
　 C

の 中 立 型 に 比 べ て ，退 職 を受け 入 れ る こ とが 心 理 的 に 困

難 で あ る と思われ る 。 し か し ， D 〜G の 4 型 に 属 す る

Ss、は ，未退 職群 で は 34．9％ で あ る の に 対 し て ， 退職群

で は 17．1％ の み で あ っ た 。 こ の 結果 よ り，定年退 職に よ

る 不安定感や否定的 な意識 は，退職前に よ り強 く，現実

に 退職 を経験 し た 後 ま で も，そ れ が 意識さ れ て い る 人 は

か な P少 な い こ と が示 唆 され た 。

　 ま た ，未退職群 の 中 で も， 4 普通局群 （い わ ゆ る サ ラ

レL ・・ン 的 ス テ ・f ク 7t） に お け る D − G 型の 割合は 42．0

％で あ り，他群 に 比 べ て 高 か っ た 。 こ れ は，退 職年齢が

明 確 に 規定 さ れ て い る 普通局管理者は ，高齡で も 勤務可

能 で あ P，比 較的随意に 退職 で き る 特定郵 更局 長 に 比べ

て ，定年退職 に 不安 や脅威 を感 じや す く退職 に 否定的な

意識 を もちやす い こ と を示 し て い る と思 わ れ る。

　 （3）各タ イ プ の 自我 同
一

性 SCT の 特徴

　 各 タ イ プ の 自我 同
一性 SCT の ス テージ別得点 は TA −

BLE 　3 に 示 した 。 各 々 の 得 点 に つ い て タ イ プ の 要 因 に 関

す る 1 要因分散分 析 を行 つ た 結果，い ずれ の 得点 に お い

て も有意な効果 が 認 め られ た 。そ こ で t 検定 を行 っ た結

果 ， TABLE 　4 に 示 し た タ イ プ問の 得点 に有意差 が み ら

れ た ． TABLE 　5 は ，こ れ らの 有意差に見 られ た ス テ
ー

ジ の 特徴 を簡略 化 し て 表わ し た もの で あ る。全般的 に A

型 は，ほ と ん ど の ス テージ に お い て 他型 よ り も高い 得点

を示 し て お り，特 に B ，C ，　 D 型 と の 差異 が顕著 で あ っ

た 。 ま た，後 に考察 を加え る よ うに ， D 危機 型 が ス テー

ジ W ， お よ び 、皿に お い て 池型 よ P も高い 得点 を示 し て い
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る こ とは，こ の タ K プ の 特質を よ く表 わ し て い る ≧悪 わ

れ る 。

　次 1：，有意差 の み ら れ た ス テ
ー

ジに関し て ，各 タイ プ

の SGT 反応 内容の 特徴を検討 した 。

　ス テージ ［（基 本 約 信 頼 感 vs ．不 信） に おい て は ，　 A 積

極的歓迎型 が B ，C ，　 D 型 に 比 して 有意 に 高 い 得点 を示

した 。 SCT の 反応内容は ，特 に 時間的展望 （将来 展 望）

に 関 して タイ プ 間 に 著 しい 相違が見 ら れ た 。A 積 極的歓

タ 身
． ス

．  ジ
．

［ n …皿 “
−

V 、目 紅 、里

A 轣 躙 こ迎型 　 HighH 　
．
HiHIH

B 受動 的 歓迎型 　
．
L 。 wL 　 　 LLL

C 中 ヨ
．
lll
一一

LL

−　 ’
L

．
I　 ir

D 螽　機　型 　　　 L 　 L 　　　H 　　　L 　H
．

　E あきらめ 型

F 逃 避 塾
一一 r ．t

「
．−

L 　
．一『 一一

G ア ン ビバ レ ン ツ 型 　　　　　　　　L 　　　L

迎型 は，「（今 か ら 10年後，瓢 は ）公職 は な くな る が，元

気で こ つ こ つ と社会 に役立 つ 事 に 向 か っ て 前進 し た い
。J

「自分 の や りた い こ と をか な IJな し と げ て い る だ ろ う．」
な ど，肯定的 で 明確な将来 展 望 の も と に ，自 主 的 な活動

の 記 述 が な され て お D，自義 の ニ ネ ル ギーの 強 さが 感 じ

られ る反応が 多 か っ た 。 B 受動的歓迎型 は ， 「自適 の 生

活 をし て い る で あ ろ う。ご 「孫 の 世話 を し て い る で あ ろ

う， 」 など，肯定的な将来 襲望 は 示 され て い る が ． 自我

の エ ネ ル ギー
の レ ベ ル は そ れ ほ ど高 くない と予想 され る

反 応 が 多 か っ た 。

一
方，C 型 や D 型 に は ， 「は た して健

康 で い る だ ろ うか 。j 「ど う して い る だ ろ うか 。」 と い ラ

や や 否 定的な将 来展望 や 自信 の な さ，将来 に 対す る 莫然

と し た感 じ を表わ した 反応 ， 「生 きて い れば孤独 で あ ろ

廴 」 と い う非常に否定的 な 将来 展 望 や 「死 ん で い る だ

ろ う，、」 と い う自分 の 死 の 記 述 もみ られ ， 否定的 で 短 い

時 間的展望 をもっ て い る こ と が 示 さ れ た 。

　 ス テ ージ ll （自律性 vs ．恥 ・疑） に お い て も，　 A 型 の 得

点 が B ，C ，　 D ，　 F 型 に 比 べ て 有意に高か っ た 。
　A 型 の

人 々 で は ， SCT 「人 前 で 意 見 を述 べ る こ とは 」 に 対 し

て ， 「勇気 の い る こ とだ が，そ れ が 自分 の 仕事 の 推進 に

役立 っ た 、」 「必 要 で あれば積極的 に 発 言す る 」 「苦 に な

ら な い ，」 な ど，自分 自身の 意見 を もち，自分 の 考 え を

実行す る こ と に喜び を感 じ て い る 反応 が 特徴的 で あ っ

た 。そ れ に 対 し て ，得点 の 低 か っ た B ，C ，　 D ，　 F 型 で

1よ， 「思 っ た こ と の 半分も言 え な い 。」 「あまり得意 で な

い 。つ い 自分 を意識 し て もの を言 い ，あ とで 後 悔 す る 。 」

な ど，自分 の 考 えやや i〕方 に対 して，自分を意識 し た り

内気 に な っ た りす る 人 々 が 多 か っ た 。ま た ，SCT 「私 の

態度 や もの ご と の や り方に対 し て 私 は 」 に 対 し て ，A 型

で は，「仕事は 主役 で あれ ， 脇役 で あれ マ イ ペ ー
ス 」「人

間 と し て あ た ウ前 の こ と をあ た 臼前 に し て い る。」 な ど，

自分 の 態 度や もの ご と の や り方 は ，自分 自身 の もの で あ

る こ と を示唆す る反応が多か っ た 。一
方 B ， C ，　 D ，　 F

型 で は，「意識 し て で し ゃ ば ら な い よ うに し て い る t ］「こ

4
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れ で い い の か と思 っ て い る、」 な ど．自己 主張 を避 け た

り， 他人 を意識 し，他人 と同 じ よ うに 行動 した り感じ た

り し て い る か を強調 し た 反応が 目立 っ た 。

　 ス テ ージ 倒 （自主 性 vs，罪悪感） に つ い て は，各 タイ

プ間に特 に 明確 な相違 は 見 ら れ な か っ た 。

　 ス テ ージ “
T

（勤 勉 vs ．劣 等 感） に お い て は ，
　 A 型 とD

型が C ， F ，　 G 型 よ り も有意 に 高 い 得 点 を示 した 。SCT

「1 つ の 課 題 や もの ご と をや り通す こ と は 私 に と っ て 」

の 項 目に おい て ， 上記 の タ イ プ間の 反 応 に 著 しい 相違 が

見 られ た 。A ・D 型 の 人 々 は ，「生 きが い で あ る。」「非常

に 魅力的 な こ と で あ る c 」 「最高 の 喜 び で あ り， 誇 ウで も

あ る 」 など，肯定的に と らえ て い る 反応 が 目立 っ た の 1こ

対 し て ，C ・F ・G 型 で は ， 「あ る程度負担 に 感 じ る．」

「気力 の 充 実が な か なか 問題 で あ る。」「心 身と もに 疲 れ を

感 じ る 。」な ど消極性 が 目立 ち，否定的に うけ と め て い る

反応が多か っ た 。

　 ス テ
ージ V （自我 同

一
性 の 獲得 vs ．同

一
性 拡 散）に お い

て は ， A 型 と B 型 の 問 に有意 な相違が認 め られ た の み で

あ る 。A 型 の 人 々 は ， 未 退職者，既退職者 の 別 に か か わ

らず，は っ き り と 自分の 社会的役割 を 自覚 し，そ れ を肯

定的に受け とめ て 喜ん で そ れ らの 役割行動 を と っ て い た

（例，SCT 「私 の 役 割 は＿＿ で あ る 。そ れ に 対 し て 私 は

一．一．と 感 じ て い る 。」 に 封 し て ，「現 在 の 会 社二の た め丿自

分 の た め に ，退 職 連 畳 事 務 の
一

翼 を に な う こ と，・・40年

問 お 世 話 に な った 元 の 職場への 恩 返 し で あ る ［」，　 「こ 3

に 関す る 技術 開 発部 長 ，

…や P が い が あ る。」 な ど渥
一

方 ， B 型 の 人 々 は ， 自分 の 役割 の 定義 が あい ま い で あ っ

た P，自覚され て い な い 人 々 が多か っ た （例，同 演 目O

SCT に 対 し て ，　 「特 に な い …わ ず ら わ し い 社 会 か ら 逃 避

し た い ，」 「与 え ら れ た 1⊥事 をす る だ け ，…
不 満 で あ る，」

な ど．）。

　 ス テ ージ M （親密性 vs ．孤 独 ） に 関 し て は ，　 A 型 が，

B ，D ，　 G 型 よ 婁1 も有意 に 高 い 得点 を示 して い た 。　 A 型

の 人 々 の 反応 は，配 偶者や 友人 と近 し い 親 密 な 開係 をも

っ て お り， 相 互 に 強 い 情緒的 な結び つ きが あ る こ とが 感

じ られ た 。　 （例，SCT 「妻 と私 は 」 1：対 し て ，　 「お 互 い

に よ く理 解 し あ い ，仲 よ く暮 ら し て い る 。」 f力 を 自
・
わ せ

て す ご し て き た 。 妻 の 苦労 に な ん と か む くい て や 1］ た

い 。」 ；SCT 「私 は 友人 と 」 に 対 し て ， 　 「よ く酒 を の ん で

は 語 「ilあ うe 」 「打 て ば 応 え る 存在 で あ る。」 「末 永 くっ き

あ っ て い きた い 。」な ど）。一方，B ，　 D ，　 G 型 の 反 応 に

は，「あ ま りか か わ り をもた な い
。」「あ ま り親 し くつ き あ

っ て い な い
。」な ど，友 人 や配 偶者 か ら比較的孤立 して 生

活 し て い る こ と を伺 わ せ る反 応 が 多 か っ た。

　ス テ ージ 田 （生 産 性 vs 停 滞） に お い て は ，　 D 型 が 最 も

高 く，B ，　 C 型 に 比 べ て ， 有 意に高 い 得点 を 示 し た 。

SCT 「私 の 仕事 は私に と っ て j に 対 し て ， 「最適だ と思

っ て い る 。 j 「生 きが い で もあ り闘 い で もあ っ た 。」 「つ○

事業紅
一

生 をさ さ げ た こ と を誇 りに 思 っ て い る 。」な ど，

仕事 に 精力 を注 ぎ積 極的 に 自分 の 手腕 や能力を用い る こ

とに よ っ て 充実感 を得 て い る こ と が感 じ られ た 。…方，

B ， C 型の 人 々 の 反応 に は ， 「か な り重荷で あ っ た ヨ 「生

活 の 基盤 に は な っ た が性分 に 合 わ な か っ た e 」 「な ん だ ろ

う。」 「大切 な もの と は あ ま P思 っ て い な い ご な ど，仕事

に 関 す る不適性感や不満 ， 消極性が 目立 ち，自分 の 中で

仕事 の 占め る 位置 が 低 い こ と が伺わ れ た 。

　最 後 の ス テージ 顕 （自我 の 綻合 vs ．絶望）に 関 し て は ，

定年退職期 に は 人生 の 見直 しが行わ れ や す い こ と か ら，

各 タ イ プ の 反応 に は相違 が 見 られ る こ とが 予 想 さ れ た

が ， 予測に 反 し て 特 に 顕著な差異 は 見 られ な か っ た 。

　 考 　察

　以下 に こ れ ま で 述 べ て き た 結果 を総 合 して ，こ れ ら の

タ イ プ の 心 理力動 を考察 し た 、本研究で見出 された 7 タ

イ ブ の うち ， A 積極的歓迎型，　 B 受動的歓迎型，　 D 危機

型 は 特 に 顕著 な 特徴 を示 し て い た 。 D 危機型 ほ 定年退職

を最も否 定的 に 受け と め て お P ， A 型 と B 型は，そ の 心

理 力動は大き く異な る が，退職 を最 も肯定的 に と ら え て

い る 。 そ の 意味 で A ， B 型 と D 型 は ， 定年退職 が心 理 的

な危機 で あ る か 否 か に 関 し て 両極 に 位置づ け られ る タ イ

tーrt．み　 　ワ
フ L

’
め D 。

　結果の   で 述 べ た よ うに ，D 型 の 入 々 は ，ス テ
ージ 田

の 職業 に 関す る SCT に 対 し て最 も高い 得点を示 し た。　 D

型の 人 々 に と っ て ，職業は 自分 の 精力 と能力 を注 ぎ こ ん

だ 「自分 の 分身 」「か け が え の な い もの 」で あ y ， まさに

自我同
一

性 の 中核 をな し て きた と考え られ る 。 こ の タ イ

プ の 人 々 が ス テージ A・’の 勤勉性 に対 し て も非常 に 高 い 得

点を示 して い る こ とは ，彼 らの 仕事 に 対す る熱心 さ や有

能感 を示唆 し て い る と思 わ れ る 。こ の よ うな 特徴 をもつ

人 々 に と ・
つ て 退職 が 危機 的 に 受け とめ られ る こ とは 容易

に 准察 で きる こ と で あ ろ う。

　一方，B 型の 人 々 は ，仕事に つ い て は 消極的 で あ 1）　
1

人 生 の 中で職業 の も つ 意味 は そ れ ほ ど大き くな い 。こ の

タ イ プ の 人 々 は ， 職業 に 閧 し て は そ れ ほ ど主体的 で 内的

な意義 を見 出さず，む し ろ収入 を得 る た め などの 外 的 な

必要性 に よ っ て仕事に は受動的 に た ず さわ っ て き た と思

わ れ る 。こ の タ イ プ の 人 々 に と っ て 同
一

性の 中心 は仕事

以外の もの で あ っ た と考え られ る。そ の た め，退職 は そ

れ ま で の 外的 な規制 か ら解放 さ れ る 「自由 へ の 門 」 と し

て歓迎 さ れ る の で あ ろ う 。

5　
一
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　 ま た，A 型 の 人 々 は D 型 と同様 に ， 仕事 に 対 し て 積極

的 に と りくみ 生 きが い を感 じ て お り， また ， 勤勉性 や有

能感 の 高 さ をも示 し て い た。と こ ろ が，A 型 の 人 々 は D

型 に は 見 られ な か つ た そ の 他の ス テージ に つ い て も，全

般的 に 高 い 得点 を示 し て い た 。 SCT 反応内容か らも， 長

い 肯 定的な将来 展望 を も ち （ス テ t一ジ D ，は っ きりと

し た 自分 の 役割を自覚し て 主体的に と り くん で お り （ス

テ ージ 、
．
），ま た 家 族 や 友 人 と も親 密な 関係 を維持 し て

い る （ス テ ーハ D など ， 各 ス テ
ージ の 課題 をうまく達

成 して い る こ とが伺わ れ た 。A 型 の 人 々 が退 職に直面 し

て危機的に な らず，む し ろ 退職 を肯定的に うけ と め て い

る こ とは ， こ れ ら各 ス テ
ージ の 課題 が ， 達成 で きて い る

こ と に よ っ て ，定年退 職後 も こ れ ま で の 職業生 活 に

か わ る主体的 な生活 を 自分 で 設計す る こ と が 可能 で

あ る た め で あ ろ う。

　本研究 の 結果 に よ れば ， 人生後期 の 主要な転換 点

と考 えられ る 定年退職 も ， こ れ を自分 に と っ て 重要

な意味 をもつ もの と して 主体的 に と らえ ， 転換期 の

意識をもっ 人 （A ， D 型） と， 単なる 1 つ の 区切 り

と実 に あ っ さ り と うけ と め る 人 〔C 型 ）が 見 られ た 。

また ， 退職 に 際 し て ，自分 の 内外 の 変化 に ともな う

不 安定期 を主 体的 に 解決 し，再 び安定 に 至 り得 る 人

（A 型 ） と，長 くそ の 不安定 な意識をもちつ づ け る　〔［6τ一1』

人 々 （D ，E，　 F，　 G 型 ） と が見 られ た e

　 こ れ ら の ？ タ イ プ を 自我同
一

性 の 危機 と い う観 転

か ら考察す る と，A ．D 型 は，定年退 職を契機 に 自

分の 問 い 直 し，す な わ ち 自我同
一性の 再体制化 が行

わ れ た （A 型）， あ る い は ， 現在 も行 わ れ て い る　（D

型 ）人 々 で あ ろ う。B 型 の 入 々 は，こ れ が中途半端に終

わ っ て お り，C 型 の 人 々 に お い て は，退職 は 全 く 自分 の

問 い 直 しの 契機 に な っ て い ない 。 こ の 相違 は 何に よ る の

で あ ろ うか 。こ の 悶題 を検 討 す る た め に ，研 究 L1を行 っ

た 。

論 を参考 に して 仮定 した もの で あ る 。お そ ら く成入 期 の

同
一性ス テ イ タ ス は ， F】G ．2 に 示 し た よ うに，そ れ ぞ れ

の 時期 に 遭遇す る で きご と ， す な わ ち 「危機の 基盤 と な

る事象」 を ど う認知 し，そ れ を ど う解決す る か の 連続 に

よ っ て 定 め られ る と思わ れ る。

　Marcia の 4 っ の 同
一性ス テ イ タ ス は，　 Gcrisis（意

志 決 定 期 間 〉口  commitment （積極的 関 与 ） の 有無 の

2 点 に よ っ て 定義され て い る。定年退職期に こ れ をあ て

は め る と， crisis は 定年 退職 に 際 し て の 危機， す な わ

ち，　自我同
一

性 の 再吟味 の 体験，commi ヒmen 冒 ま退職

生 活 へ の 積極的関与 を示す と考 え られ る 。

喉 網1劉難1
　 　 「

へ積転的tSl澄 f，i　 D 亀臣丁「 R 受 動 il：丿歓辺 鵞 E あ き らめ 烈

　 　 　 　 　 　 G ア ンヒ ベ レンツ 喫　 　　 　 1
丁
逃 1毫桜

：FGr・cl・・⊥∫e．　rPぼ〔…．・t
’

　　　　凱1剄
　 　 　 　

．「
亀霞 ．二圏 「

劃　　　　ロ
　 　 　 　 Lしな い ．　　

旨
　 　 　 　 　 　 　 　 ／

￥」C

研 究　 豆

　問題お よび 目的

　研 究 1に よ っ て，定年 退 職体験 に は い くつ か の タ イ プ

が あ b ， 同 じ定年退職を経験 し て も，そ れ に よ っ て 目我

同
一性の 再吟味に至 る人 とそ うで な い 人がみ られ る こ と

が 示唆 され た 。こ の 相違 は 何 に よ る の か と い う問題 は ，

人 生 の ど こ で 自我［司
一一性の 再体制化が行わ れ る の か と い

う問題 と並 ん で 極 め て 重 要 な 問題 で あ ろ う と思 わ れ る 。

　FIG ．2 は，こ の 悶題 を検討す る 1 つ の 手 が か り と し

て，自我 同
一

性が再吟味され 再び安定 して い くい くつ か

の プ ロ セ ス を，Marcia （1964） （り 自我同
一

性 ス テ イ タス

FIG．2．　 成 K 期の 自我 同
一

性 再 体制 化 の プ ロ セ ス
＊

TABLE 　6 定年退 職期 の 同一・性 ス テ イ タ ス

蜘 お 講 （黥鵜窒）羈罰
璽 ゴ墨 璽 麹 す ・ ・纖 ・た こ・ v ・・

　　　　　　 D 危 　機　型 現 在，経験 中　　あい まい で め る

短竺土・L 殖 磁 ・癬 塾 ・ ・1〕遍
・・早 　産 曝 懃鏤あ 噛 ・・ あ る し ・ 1、・

　 　 　 　 　 　 E あ き らめ 型 す で に 経験 し た あい まい で あ る
4．危機 後拡 散

　　　　　　 F 逃 避 型 す で に 経験 し た して い な い

・・危 齣 黴 帥 立 型 融 ・ て ・ ない ・し農瓢 、

＊　Whitbourme （1979）の 仮 説 を 筆者の 研 究 に も と つ い て 加

　 筆 ・修 正 し た．
料 Marcia （1％ 4）の 第 3 の ス テ イ タ．ス で あ る Foreclosureは ，
　「早 期 完 了型 」 と訳 され て い る場 合 が 多 い が ，筆 者 は t こ の

　型 の もつ 臨床的特質か ら 「早 産型」 と訳 し た ，

6
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　 TABLE 　6 は，研筅 1 の 定年退職認知 タ イ プ を Marcia

に そ っ て分析 し直 し た もの で あ る 。 こ の 分析に よ っ て ，

7 タ イ プ は TABLE 　 6 の よ うに 5 つ の ス テ イ タ ス に ま と

め ら れ た ，

　研 究 皿は，TAEILE δ の 同
一

性 ス テ イ タ ス を，以下 の

観点 か ら検討 し，研 究 1で 見出 さ れ た定年 退 職体験 の 相

違に関連す る 要 因 を考察す る こ と を 目的 と した 。

　1．　 同
一・陸 ス テ イ タス と，Erikson の 入格発達 分化図

式 に 示 され た 成 人 期 以前 の 心理 ・社会的課題 の 達 成 ・未

達成 との 関連性 、

　 2．　 同様 に ， 自我 岡
一

性発達 の 基盤 の 1 つ と考 え られ

る 自我機能 との 関連性 。

　 こ れ らの 心理 的資質は ，青年期 の み な らず成入 期 に お

い て も，自我同
一

性 の 成熟 を促 し 自我同
一

性 の 再体制化

を導 くもの で あ る と思 わ れ る 。 高 い 同
一

性 ス テ イ タ ス ほ

ど，各ス テージ の 心 理 ・社会 的 課題 を ）ま く達成 し て お

り， 同時 に 商 い 自我機 能 をそな えて い る と予測 され る 。

す る 結果 で あ っ た 。 早産群 ， 拡散群 間 に は 有意差 は 見 ら

れ なか っ た c

　 こ の 結果 は，同
一性達成群は ，成人 期以前の ス テ

ージ

の 心理 ・社会的危機 を比較的 うま く解決 して き て お り，

自我同
一

性が よ く確立 され て い る こ とを示 し て い る 。反

対 に，よ り低 い ス テ イ タ ス で あ る モ ラ ト リア ム，早産，

拡 散 の 各群 は ，以前 の ス テ
ージ に 未解決 ，あ る い は 不 十

分 な解決 の 課 題 を残 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た。

　　TABLE 　7　 各 ス テ イ タ ス の E．1．ス ケ
ー

ル 得点

日我 同
一

姓
ス テ イ タ ス

・
…  II目 ・・1・ ・ TetaE

1・1一 成 i・7 晶
．

了：置靆 鎚世塾珥
41

：9？
2 ，モ ラ 1・1♪アム 41

3 ．早 産 ．43

4 ．危 機 後 拡 散 ll6

熱蕪 響；i発
SDi ］ 91　 　 　 　 2．08　1 ．75・2．44　…．94 ．　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1．s6、8．10

5 危 機 角il亅貞散

　方 　法

　（1）被験者　　　研究 1に 司 じ．

　  手続

　 以 下 の 内容 か らな る質問紙 を作成 した 。 SRasmussen

（1961） の Ego　Identity　 Scale （以下 ，　 E ．1 ．ス ケ
ー

ル

と 絡 す 。）を翻訳，標準 化 し た 61項 目
＊

。   中西 （1980）の

自我機能 調 査票 （以，F ，　 E ．　F．1．と略 す。）72項 目
＊＊ 。な

お ，こ の 質髑紙 は ，研 究 1の 質問紙 と同時に 実施 し た 。

Total

　 　
MI681
SD　 l ．厂6ll ：墅塑：ム1．1：il

　結　果

　U ｝E ．1 ．ス ケ ール の 分析

　TAP ．！．E 　 6 の ス テ イ タ ス 別 に，　 E ．　 L ス ケー
ル の 各 ス

テ
ージ の 得点 お よ び 総得点 の 平均値 と標準偏盖 を算 出 し

た 。 そ れ ぞ れ の 得点 に つ い て ，ス テ イ タ ス の 要 因 に 関す

る 1 要因分散分析 を行 っ た 結果 ， い ずれ の 得点 に お い て

も有意な 効果が 認 め られ た 。そ こ で t 検定 を行 っ た 結

果，ス テージ W （勤 勉 VS ．劣 等 感 ）を除 く各 ス テ ージお よ

び 総得点に有意差がみ られ た 〔TABLE 　7．8）。 仮説 どお

り，同
一

性達成群 iま他 の ス テ イ タ ス よ tvも有意 に 高 い 得

点 を示 し て い た 。 ま た，モ ラ ト リア ム 群 は ，写産 群 ・拡

散群 よ 1） も有意 に 低 い 得点 を示 し た が，こ れ は 仮説 に反

　
＊
　 Rasmussen の E、1，ス ケ ール の 翻 訳 ，標 準 化 は ，

　　 筆 者 ら の 自我 同
一一性 研 究 班 に て 行 っ た 。こ の 研 究 の

　　詳 瀏 ，お よ び EL ス ヶ
一

ル の 日 本 語 叛 は ，鑪 幹 八 部

　　他 〔編）1984 　自我 1司一性 研 究 の 展 望 　ナ カ ニ シ ヤ 出

　　版 pp．87
−91．に 掲 載 さ れ て い る

。

　
＊＊

　中西 信 男 　EF 調 査票 il （198D 年 曳 版 ） 大 阪 大 学

　　 人 間科学部教育 心 理 学研 究 室 谿 行。

・・
i
晶醐 1・翻 1…1

・1欄

TABLE 　 8

6 ．剛 刺 ．B
1．63i　9．1D

1・lli4繼
22。iミi 　　？：珪搴塵 ：9苣　：　9；1？　99・

49

　s；
　E．1．ス ケ ール 平均得点の 各 ス テ イ

　 タ ス 問の 差 の 検定

且 同
一性達纛 2 モラト丿ア三、．

　 　 　 　 ．　　 　　 　 　　 　　 　 　 I　　　　I　　　　　　　　　　　　　　．
3．甲座 　、4 危機後拡散ト5 危機羨拓 芽く

1l

　　　 I　　　 E
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 I．

i　　 　　 　 ：

」

1
｛

2

・【 3・匸・h＝夢…1　　　　　　 …
1
鞍1｝i：：」　　 旨

鼻

i
l　T　　3　魯．蓼8‘亀I　　　　　　　　　　　　E

　I　　　　 I　　　　 I
3 …

1285 ’霧ii【1− 1・7 了†

…
　旨T2 ．15°；V

− 1．9♂ ．
　 1　 　　 　　　 　 1　　　 　　 　　 1　　　　　　． ＼

1F

一
丁
一一一一

ココ
ー
＿2、7デ・

1　
．一一 一．．一

　　
一一1− 一一

・　 　 　 　 　 　 　 　 　 量

4
’
　　　　 IW− 2．2rI
　 　　　　 IV1 − 1、7び 1

】　　　　 IT− 2．1呂
・3．

I　 　　 I
i　　　　　　　　l

・　　 i
　 …v3 ．e？”’

　 【
− 2．37辱

51 　　　　 111
− 2・erti’

1 ］』9’ヒ T − 2・14‘

　 1 −．w は 各 ス テ ー
ジ 、　 TitTotel ．数 字 は 1 値 を表 わ す c

it °’P ＜ ．⊂噂 塵．　 tT 寧P く ．〔JCi5 ，脚P く 、〔11 ．°P く 〔b5、　 ↑P く ．10

　  E ．F．　L の 分祈

　次に，EF ．1．に 対 す る 反応 を各 々 の ス テ イ タ ス 別 に

分析 し た。各 ス テ イ タ ス 別 の E．F．1．の 得点 は TA 肌 E　 9

に 示 し た 。 （1）と同様に， 1要 因分散分析，お よ び 七検定

を行 っ た結 果 ，総 合 一統 合機能，現実検討 を 除 く各得

点 ，お よ び 総得点 に 有意差 が 認 め られ た 〔TABLE 　 10）。

E ．1 ．ス ケ ール の 結果 と非常 に よ く類似 し て，E ．F ．

1 ．に お い て も全般的 に 同
一

性達成群 が他群 よりも有意

一　7　一
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TABLE 　9　 各 ス テ イ タス の E ．F ．1．得点

自我 同
一

性

ス テ イタ ス

1．同・・性 達 成

　 　 　 　 I　　　　 II　　　　 III　　　　　　　　　 V　　　　　　　　　　　　　　　価

N

　　i欝暮厩能i
現実惑覚・e「動続f「’1；1対象関係i防衛健能

i
刺激 障壁

；『鍵
｛
丿

…
現実検討

57 ξらド1：1；、

31
：；1

、

21
：ll

Total

33、主8　
：
　31，46　　32．68　　30、74　　36．〔｝1　ヨ263．46

3、93　　　3．77　　　4．33　　　4．18　　　3．51　　　20 ．S3
　　　　　　　　　　　　1
2 ・モ 升 リア ム i41
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1

ξもi　　」

32 ．293
．12　

’
35 ．9G4
．98　

．26 ．D54
．6713

工，1013
．932

き．445
．43

レ

…

29　．446
．34　327

．635
．30135

．053
．89247

．9 
27．51

3．早　　産
143MlSD

［

32．67　i2

、8336
，98　13

．6026
．263
．50

　3〔｝，951
　 4 ．283

，．914
．43

「
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．40　　　　　　．

5，1829
．354
．G5 ．
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：；ll211：ll

　　　　　　　　　　　　旨
4．危 機 後 拡 散 旨 16
　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　 −1、＿＿一

　　1

塾｛

SD …一．一▲一

32 ・8813
・44i37

、OO3
，0327

．884
．06

．−31．9414
．25130
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．46131

．7515
．26 旨

30、943
，92 旨

36．193
，90259

．1922
．36

　　　　　　　　　　　　1
5 ．危 機 画 拡散 i6斜
　　　　　　　　　　　　旨 醍〕

132 ．4g　l2

．8837
，35　

13

．3δ
27 ．OO3
．66131 ：1剥3L443

．301
ト
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．47 　…

」

35．22403
　．　．−
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Totai　　 220
　　　　　　　　　1MSD

．
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：罷137
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．92

…3ユ・881
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．22

旨

．131
．35　
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、29 ：

一
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　3、7112567421．6ユ

に高 い 得点 を示 し て お り，モ ラ トリ ア ム 群 の 得点 が 最 も

低 か っ た 。 ま た ， 早産群，拡散群間 に は，有意な差異は

み られ なか っ た 。こ の 結果 よ り，同
一

性達成群 は 他群 に

比 べ て 全般的に高 い 自我機能をそ な え て い る こ とが示 さ

れ た 。

　　TABLE 　10　 E ．　F ，1．平均得点の 各ス テ イ タ ス 間

　　　　　　　 の 差の 検定

1 総 合 　統 合機 能

Il 現 実 感
’
見

］11 街動 硫制

N 討 象 関 係

Vl 丿」衛 機能

考 　察

Vl 刺激 障 壁 　 　　 　
．亭゚，

P 〈 ．｛め 1

孤 　皇律 藍右機能 　　 　
梓゚ F 〈 ．oo5

膕 現 実 検討 　　　　
‘辱

　 F 〈 ．Ol
TTotal 　 　　　　

’
　 P 〈 ．05

数字は ヒ｛1tiを表 わ す †　 P ＜ ．1〔」

　 E ，1 ，ス ケール ，
E ．　F．1．と も，同

一
性達成群〉早 産

・

拡散群〉 モ ラ ト リア ム 群 の 順 に 高得点 を示 し た 。 モ ラ ト

リア ム 群 の 得点 が，早 産群， 拡散群 よ b も低い とい う結

果 は ，
Marcia （1964＞ お よ び本研究の 仮説 に 反 す る も

の で あ っ た 。こ れ は，

M εLrc重a （】964）　も述

べ て い る よ う に ，

Rasmus ＄ en の E．　L ス

ケ
ー

ル を は じ め，多 く

の 自我 同
一

性 質 問 紙

は，自我 同
一

性 が達成

され た時 に 示 され る特

徴 を調 べ て い る た め，
■　　　　　　　　　　　コ　　　＋
ど の 程 度 の 同

一
性 が 達

成さ れ た か を明確 に 把

握 で き る よ う な 「心

理 ・社会的基準 」 が不明瞭 で あ る 」 J い う弊害 に よ る もの

と思 わ れ る 。す な わ ち，TABLE 　6 に 示 し た よ うに ， 早産

群は，自我同
一
性 の 再吟味 は 中途半 端 にす ま され て い る

が，現実生活 へ の 積極的関与 は 十分 に な され て い る こ と

か ら，質問紙形式 の 調 査 で は 同
一

性達成群 と同程度に 同

一
性 が達成さ れ て い る と判 断され や す い と考え られ る 。

同様 に ， 本研究の 拡散群79名 の うち，63名 は，危機前拡

散群で あ る 中立型 で あ っ た。こ の タイ プ の 人 々 の 中 に

も，定年退 職 に と もな う同
一性 の 再吟味 は 全 く行 わ れ て

い な い に もか か わ らず，退職 生活 へ の 関 与 は な され て い

る人 々 がみ られ た が ， こ れ らの 人 々 も高得点 を示 す可能

性 が 高 い と考 え られ る 。

一
方，本研究 の モ ラ トリ ァ ム 群

（D 危 機 型 ， G ア ン ビ バ レ ン ツ 型）は 、現在，危機 （同

一性 の 9 吟味） の さ中に あ る こ と か ら ， 退職生活 へ の 積

極的関与の 程度 は か な り低 い た め，同
一

性 が 達成さ れ た

時に あ らわ れ る特徴 の 有無 に 焦点化 し て い る E ．1 ．ス ケ

ール の 得点は か な り低 くな っ たと推演 され る 。

　早産群，拡 散群の 得点が，モ ラ トリ ア ム 群 よ 1）も高 か

っ た とい う結 果 は，こ の よ うに 質問紙調 査 で は 同
一一

性 が

達成 され る プ ロ セ ス は 問題 に されず ， 現在 の 状態に しか

焦点化 で き な い と い う欠点 に よ る もの と考 え ら れ る 。こ

れ は，Marcia （19M ）の 同
一

性 ス テ イ タ ス 研究の 発端 と

な っ た問題 で もあ E）， こ れ らの 弊害は，面接謂 査 な ど に

よ っ て 補 っ て い く必 要 が あ る と思 わ れ る 。

　青年期以降 の 自我同
一性 は，成人 期 の さ ま ざまな時期

に遭遇す る 自分 の 問 い 直 し （自我 同 一性 の 再 吟 味 と将 来

展 望 の 再 方向 づ ii） を促す事象を ど う認知 し，こ の 危機

を ど う解決 す る か に よ っ て 成熟 し て い くと考 え られ る 。

FIG．2 に 示 し た よ うに，こ れ ら の さ ま ざま な 事象 を契機

に 自分 の 問 い 直 し を行 い （「危 機 」 を 体 験 の ， そ の 解

決 に達 し得た者が 自我 同
一

性達成者 と呼 ぶ こ と が で き

る 。換言す れ ば，自我同
一性達成者は ， 「亀機 」 を 認 知

し，そ れ を解決す る 力 をそ な え た 者 で あ る と 考 え ら れ
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TABLE 　ll 　自我伺
一

性 SCT ス コ ア リ ン グマ ニ ュ ア ル

・ テ
ー・幽

　　 i
基

概 要 SCT 刺 激 項 目

］

il・tl：i
定 1

…嵩髪
信

一・’　　一一
頼 ．

反 　応 　ドコ　春

1

乞邑1賛繋髪隷醗芒鵜滷孳髦ぢ1憲搾 IIモ誉蜘
】 ・

．VS 「巳’人 との 交際 に トラ ブ ル の も と だ と して 、　　げヨ，

奮1三到
む ’否 ’風 矧 珀りな 将 xec9 ？．

　 　 　 「

私 は 、家 族 へ」友
人 を、

感 1：丁 獅 τ鳳 賺 剛 6 態 を も
：・て い る

讌 醜詈曳鐸

略

’2 ．／
〉か ら 1‘〕年後．

　 　 私 は 』 …Hl
，　　　 　　
： Mi　 ．−
lLi1

−一．

・自 分 の や りた い こ と を か な り な し と 1デて

い る だ ろ う 。
・ま だ 広 鳶 に 住 ん で い る た う う か 。
・生 き て い れ ば f工独 て あ ろ ）。
・あ の 世 に い る と 悪．う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
3 ・

嶽 i書、詳
か ’コ

　i− 一
一

一 厂癇 醜 あ 意 貶 もち 一 覧つ助 ・厩 族 宿
．
る こ ヒ ：一 初

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 べ る こ とは 、
　　　鼠 ・・

’

讐暴験 瑟禦ξ繊癩 藻碧貂 蕪 ・晃鶲溜
醴
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II
…

馴 1；；鯲 騰 藁灘 雛 鬻 ：

t
　

广1鱸 鏃 購 繍 彖鑼 鼈

L

　 II1

嘘

5 ．私 の 家族 や
．
友入

　 は ．私 の 態 度 や

　 　 もの こ ttの ヤ リ

　 方 に 対 して

略

H …歌高
：

ξ謄鏑驚諜；垂望器彊漏
　 …　 に して い る。

そ れ に つ い て 私
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．△ f 　
・改 め る べ き ヒ こ ろ 1二改 め る 。

や 仕
た て

、1VS

；罪

1．亜
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　 物 事 を な し と け
』
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し t’itら な い よ

ゴ
バ こ し て い る tt

L
　 　・こ れ で い い の か ヒ思 って い る 。

H 　 ・梨 し い 。　・牟 気
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…等1綾斐三領穿曇ミ1畫、、匸
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1．　 ・該

’11 な
’
し。

　　　1．1虫 1
＿一一！− −1．一

　 　 　 ．生

礁騰灘 1；1驫〜欝 、赫 一 八 ・・

1孤 巳

し …自分 自身 に 斟 心 ぺ・情 力 を う ば わ れ て い る か 丶 兄 さか い な くや i

　 亅
J’t・

欄
　　　1

た ら に 祉 交的 で あ る q メせ入 陶 係 は ス ア レ オ タ イ 7
．
、あ る い は lI形 細 で あ る，　 　 　 　 　 　 　 　 ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

i・ i：櫺讐麟ll鸛 ：
iM ・・

ふ つ うの
一
フ きあ い を 1．．．て い る 。

iJ・1：餐慾築凝：1：1
1／1分 の

・f腕 や 能 力 を ，小 ・．周 囲 か ら も．刻 3 さ れ．た 1’t − 2の lrh 向

を も 一
っ て い る。単な る順 応 で 「まな．く、白 分 の i十：郭、活 動 に 精

．
Hl 力 を 泥 く

’
こ と 1二 よ っ て 、e］分 ク 〕永 続 性 を示 し て い る 。∫

．
供 プ）

　 ：卩民 長 、教 嘗 に 潰 概 的 な 1田・LUを小 し て い る o

　 ／

Is ．私 の ｛1
．’
ドは ，弄ム 聾

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｝［
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1　Li 　：鷺
1

ξ亡砦f婁⊂ミ／／
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．
：iな L1 °

　 i滞

　 1r1
　携｝・・

　　紺
皿 　 で 

　　II々 の お き ま りの 且 嘗や 必 妛 な こ と y）他は 珂 もせ
．
歓 退 凪

．
rv19 ．

L 、
．
単調 な舞 餐f匕の 生 活 を 玉玉一） て い る よ う に み え る。・1’・供、家 族 i

　 　ま た は ．外 で の 活 動 な ど に 鰭 極．的 で な い 凵　 　 　 　 　 　 　 　 1

蟄舗 1耄ミ、1
　　　 　　−　 1

略

一i野曁
聯

ll鑓
為漏 撒

讐『
糶 ぞ鑑

旨
蟻・蝉 攤 礁 な｝織 こ灘 i璽 縁芸引
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一．．　　　一

・私 に ふ さ わ し い 恋 まれ た 最 高 の も フ）．
・色 々 な 体 射 を し、　 當 に 宮意 義 だ った。
・可 もな く不 可 ‘、な．く1iモノtな ｝t／t だ っ た 。
・か な りの 部 分 で 後 悔 して いる 。
・失 敗 フ〕連 絨 で あ った 。

略

．1±一

略
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る。本研究に よ れば，同 一性 達成群 （研 究 1 ：A 積 極 的

獄迎型） の 人 々 は ，他群に 比 べ て 自我同
一

性得 点 が 高

く， 成人 期以 前 の 心理 ・社会的課 題 を よ く達 し て い る こ

と　（E ．1．ス ケ ーウ よ り） と，基本的な 自我 の 強さ をそ

な え て い る こ と （E ．F．1．よ の が明 ら か に さ れ た 。
こ れ ら同

一
性達成疫 の 高さ，お よび 自我機能 の 高さ は，

上 に述 べ た 「危機 を認知 し，それ を解決す る力」 を示唆

し て い る と思 わ れ る 。Erikson （1964 ）に よ れ ば ，人生 に

お け る 「発 達的危機」 と は ， 人格発達に お け る岐路 ， す

なわ ち，退行 の 方 向へ も成熟 の 方向へ も進 み 得 る分 れ 目

と い う意味 を含 ん で い る 。同一性 達成群 の 人 々 に み られ

た よ うに ， こ の 岐路 に さ しか か っ た 時，破局的 に な ら

ず ， さ らに 自我 同
一

性 の 再体制 化 の 方 向 に進 み 得 る 力

は ・自我同一性 の 達成度 や 基本的な 自我 の 強 さに 関連性

を有して い る と考 え られ る。

　また，本研究 の Ss．の うち，危 機前拡散群 （研 究 1 ：

C ±ll立 型 ） に 分類 され た 人 々 が，2＆ 6％ を占め て い る こ

と は興味深 い 。 彼 らは ，定年退職 を 「単な る 1 つ の 区切
1）に す ぎな い ．： と と らえ，自己 意識 に は ほ と ん ど変化 が

み られ な い 。研究 1 で 述 べ た よ うに，C 中立 型 の 人 々 は，

B型 と同隊に 自分 に とっ て職業の もつ 意味 は か な り低 い

こ と か ら，退職 もま た そ れ ほ ど重大 で あ る と は受け と ら

れ ない と推察 され る 。しか し なが ら，こ の タ イ プ の 人 々

は ，「危機 を認 知す る カ （自 我 同 一性 の 再 吟 味 を行 うカ」

を欠 い て い る とも考 え られ る 。 す なわち，こ の タ イ プ の

人 々 に は ， 人生 の 危機や節 目の 意識 をほ と ん ど もた ず，

自我 同 一性 の 貯題 は 棚上 げ
’
に して 生涯 をす ご す入が多 い

と思 わ れ る 。 こ の タ イ プ の 示 す特徴 に つ い て も，今後 さ

らに 考察 を深 め て い く必 要 が あ ろ う．
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