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成人発達 ・ 老年発達の 研究の 動向

　西　村　純　
一

（東京家政大学文学部 ）

は じめに

　本稿 は ， わ が 国の 教育 心 理 学 の 発達 部門 に 属す る諸研

究 の な か で．成人期 や 老年期 を対象 と し て こ の 1 年間 に

行 わ れ た もの を概観 し，そ の 課題 と方向 を探 る こ と を 目

的と し て い る。こ こ で は ， 2001年 7月 か ら2〔〕｛）2年 6 月ま

で に 刊行 さ れ た 心 理 学研究，教育心 理 学研究， 発達心理

学研究， 社会心理学研究，老年社会科学 な ど の 国内の 学

会誌に掲 載 さ れ た 研究論文 を中心 に 検討 す る 。 ま た， こ

の 1 年間 に 行わ れ た 口本発達心 理 学会第13回大 会 と 日本

教育心 理 学会第44回総会 の 研究発表 に 言及 す る 。

　 こ れ まで ，
い つ か ら い つ ま で を成 人 期 と す る か ，い つ

か ら を 老年期 とす る か，成人期 と老年期 との関係 に つ い

て は 必ず しも明確に さ れ て い な い 。こ こ で は，社会通念

や 人 口 学的基準 に 照 ら し て ， 成人期 の 開始 を20歳 ， 老年

期の開始 を65歳 と した ヒで ，研究を分類 ・整琿す る。し

か し，対象者の 年齢 は研究を分類す る 目安 で あ り ， 研究

の 主 題 が成人期 や 老年期の 発達 ，移行，適応 な どに 置 か

れ て い るか ， とい う方を よ り重視す る こ と と し た 。 した

が っ て ， た と え ば2  歳以 上 を対象者 と して 含ん で い て も，

研究の 主題 が 青年期の 発達 に ある場合は検討か ら除外 し

た。他 方 ， 成人 期 と 老年期 に 共通す る主題 も あ り ， 対 象

者の 年齢範囲 も成人期か ら老 年期 に お よ ぶ も の が あ る。

そ れ ら は あえて 成人期 か ，老年期 か に 分 けず， 成人期 ・

老年期 を通 した 研 究と し て検討 し た。

　 以下，成人 期 の 研究，老 年期の研究 ，
お よび成人期 ・

老年期を 通 した 研究 の 3 っ に 分 け て 概観す る 。 そ の 際，

主題 に よ っ て，成人期 の 研 究 は「親の 発達」「学校教育 に

お けるサ ービ ス 提供 者の ス トレ ス 」
1
成人 の 子 の 親子 関

係」1中年期 の 夫 婦関係」， 老年期 の 研究 は 「加齢」「回想
・

語 り」「施設適応」，成人 期 ・老年期 を通 した 研究 は 1
．
生

涯学習」 i性 へ の 知識 と態度」「介護 ス ト レ ス ・家族 ス ト

レ ス 1 に そ れ ぞ れ 分類 し た。なお ，学会誌に関 して は氏

名 に 発表年を付記 し，文末 に 引用 文献 を記載 した 。 学会

発表論文集 に 関 し て は発表者氏名 に 発表番号 を付記 し ，

と くに 内容を紹介 した も の 以 外 は 文末 の 引用 文献 の 記載

を省略 し た v

1　 成人期 の 研究

〔1） 親の 発達

　近 年，親 の 発達，親へ の移行，適応 な ど親に 注目 した

研究 が 多 くな さ れ て い る。しか し ，
こ れ ら の 研究 は，子

ど もの 発 達 に 影響 を 5 え る 変数 と して 親 の 子 ど も との か

か わ りが取 り上 げ ら れ て い る 場合 が多 く ， 規 と して の 成

長，適応そ の もの を正 面 か ら取 り上 げた研究は必ず し も

多 くは な い 。と は い え ，
こ れ らの 研究 は，子 ど も の 発達

と の か か わ りが親 と して の 成長 ・適応の 起点 に な っ て い

る こ と を示唆 し て お り，こ れ を成人期 の 発達の 問題 と捉

える観点か ら は看過 で きな い 。 ま た ， か つ て は ， 親 子関

係 とい う と母子関係 が 中心 で あ っ た が ，最近 は，父 子 関

係や夫婦関係 ， 家族関係 を視野 に 入 れ た 研究 が 行 われ る

よ う に な っ て き て い る。

　加藤 ・石井
・牧野

・十谷 ｛2002） は，親子教室 の 父 ・母 ・

子 293組 を対象 に 質問紙調査 を行 い
， 父規 の 子 ど もと の か

か わ り， 母親 の 育児不安が 3 歳児 の 社会性 に ど の よ う に

影響 して い る か 検討 した。ま た，］99〔｝年代 の 前期 と後期

の 2つ の コ ホ
ー

トサ ン プ ル を使用 し
， 社会経 済 的 変動 に

伴 う父親 や 母親 の 変化が どの よ う に 子 ど もの 社 会性 に 影

響 し て い る か を比較 した 。 ど ち らの コ ホ
ートに お い て も，

子 どもの 社会性 の発達 に 父親 の 育児 か か わ りが 直接的 な

影響 を も つ こ と が 示唆 さ れ た 。 ま た，夫婦 の 会話頻度 が

父親 の 育児 か か わ り に関連す る と と も に ， 母親 の 育児不

安 に も影響 を与 え て お り，と く に 後の コ ホー
トで母親の

心 理 的安定 は夫婦関係 に よ り調整 される と い う面が 示峻

さ れ た。

　 平111〔2りD1 ） は，父
・
母
・中学牛161家族 を対象 に 質 問紙

調査 を行 い ，父親の 家庭関与 尺度 を作成し ， 中学生 の 精

神的健康と 父親 の 家庭関．与と の 相関 を 父 母 評 定別 に 検討

し た。ま た，中学生 の 精神的健康と父母評定 の
一一一致 度お

よ び ， 過去 と現在 の 父 親家庭関与 の
一

致度 との 関連 を検

討 し た。中学生 の 男子 で は神経症傾向 ・怒 り
・非協調性

全 て が 母親 の 評 定 し た 父 親 の 家庭関与 と相関を示 し た 。

一
方 ， 女子 で は 神経症傾向が 父 母評定 共 に ，父 親 の 家庭

関与 と相関を示 した。中学 生 の 神経症傾向 が 最 も高 くな

る の は，父親 が 自分 の 家庭関与 を 高 く評 価 し て い る
一方

で 母親は 低 く評 定 し て い る不
・
致群 で あ っ た 。 父親が 自
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分 の 関与 の 低さ を自覚 して い る Ht！X．ヒt．一母親の ス トレ ス

が 溜 ま り，それ が中学牛 に 伝わ る と推媒 し て い る。また ，

過去 に 父親 の 家挺 関与が 高 くて も， 現在の 関与は低 い と

母親 が 見 な し て い る場 合 に は か え っ て 中学生 の 神経症 傾

向が 高 い こ と が 示 唆さ れ た。

　 菅原 ・八 木下 ・詫摩、・小泉 ・瀬地山
・
菅原 ・北村 （2002）

は，父 ・母 ・子 313世帯 を対象 に 質問紙凋査 を行 い ，夫婦

問の 愛情関係が 家族機能 と親の 養育態度 を媒介 と し て 児

重期 の 子 ど もの 抑 うつ 傾向 と 関連 す る か検討 した。配偶

者間 の 愛情 関係 と子 ど もの 抑う ）傾向 と釧 乱 こ相関は 見

られ な か っ た が，両親問 の 愛情 の 強固 さ と家族機能の 良

好 さ が ， ま た 家族機能 の 艮好 さと子 ど もの抑う つ 傾 向 と

力 関連す る こ と が 明 ら か と な　た。ま た
， 配偶者間の 愛

情 関係 は親自身の 養 げ態度 と も関連 し ， 相手 へ の 愛惜 の

強さ と子 ど もに 対 す る 態度 の 暖 か さ や 過
：

卜渉的態 度 との

問に有意な 関係 が み られ た 。 しか し ， こ う した養育態度

の うち，子 どもの 抑 うつ の 低 さ と 関連 が 認 め られ た の は
，

母親 の ft育 の 暖 か さ の み で あ り ， 父親 の 養育態 皮 は 子 ど

もの 抑 うつ 傾向と は関連 しな か っ た。

　 酒井 ・菅原 ・眞榮城 ・菅原
・
北 村 CO 〔｝2） は ， 中学生 お

よび そ の 父 ・
母 を 対象 と して 肖門紙調査 を行 い ，母親，

父親，親友 そ れ ぞ れ の 関係 に お け る 信頼感が ， 子 ど もの

学校適応 に ど の よ うに 影響 す る の か検討 した 。 亅
・
どもの

学校適応 に 彪 鴛．を与 え て い る の け 子 が 親に抱 く信頼感 の

方 で あ り，親 が 子 に 抱 く信頼感は 関連 が 認 め ら れ な か っ

た。また，子 力親 に 抱 く信頼感 に 関 し て は ， 母親 に 対 di

る もの ばか りで な く父親に対す る 信頼 感 も学校適応 に 重

要 な役割 を担 う こ と力 示唆 され た 。 視 亅
・
問相互 の 信頼感

得点 の 高 1氏か ら分類 し た親子 の 仁 頼関係 タ イ プ に よ る結

果 で は ， 総 じ て親子相互信頼群 の 子 ど もの 学校通応 が ほ

ぼ 良好 で あ る の に対 し ， 親子相万不信群の ．Fど も は 学校

に不通応な傾向 が 示 され た 。

　親 の 道 1心 ・成 長 に 関連 す る 研究 発 表は ， 日本教育心理

学会 ・
囗本発達心理学会併せ る と3〔〕件あ ま り に の ぼ る。

母親 に 焦点 を 当 て た もの が 依然 と し て多い が ，父規 や 夫

婦関係に 注 FTした 研子 も増え て い る。主題 は ， 母親 の ス

トレ ス 。
イ
．
安 （日下 口B，1，BIO〔厂 尻 数 ・池田

・井 卜，　 PCo91 ； 角

誑一・
PC 〔〕S2 ：塩1「碕・無藤，　PCOSII； 看 抒，　PC 〔）8・1〕，周親 の愛着 ス

タ イ ル 〔飼 悔 PA の ，母親 の か つ て の 未 来展望 晴 水 ・
仁

野，PE2 駕 子 育て の 意味 0）変化 （7J（久・柏木，　 PM 　5〕，親 の

同
一一

性断 監 1，’AO80 ；金，1 埴 鋤 ， 子 ど も に 対す る感 1青（関

沢，PA （IS1： 鰺多 ・菅野 ・白坂 ・真 栄 城 ， 1）BOgfj，真 ポ城 ・
斗 多・

昌

野 ・
凵 坂，PBO99 ），　父親 の 役害哩・行勇1丿 （

⊥

見
・
岸 日

・1，　 PAO87 ；

・1丶野 ．亅，1）CC）85），育 「冂 意識 の 時代比較 （竹 内 ・卜原，　 PC 〔）86 ；

上 原・竹 内，PC 〕8 ）， 父母 の 役割。夫婦関係 （首藤・二
．
1，　P畑 68 ；

福 丸，PCU8 ポ 寺 西 ・國 枝 ・山下，　 PCD99 ；「］弓松，　 PC）0911 小 泉，

1’co90） と多様で あ る。親 と して の 適応 ・成厂 の 核心 に 迫

る研究 が 期待さ れ る 。

  　学校教育に お けるサ
ービ ス 提供者の ス トレ ス

　 近年，学校組織 に お け る ス ト レ ス が 増大 して きた こ と

の 現 れ と み る こ とが で きる が ， 教師を始 め とす る 学校教

育 に お け る サービス 提供者の ス トレ ス を め ぐ る研 究 が 多

くな ぎ れ て い る 。

　 西 坂 （2〔〕02） は ， 幼稚園教諭 を対 象 に 質問紙
’
円査 を行

い ，幼稚園教 諭 の 精神的健康 に 及 ぼ す ス トレ ス
，

ハ ーデ ィ

ネ ス ，保育者効力の 影響 に っ い て検 討 し た。幼稚園教諭

の 精 神的健康 に 影碧，を 及 ぼ し て い る の は ，「園内 の 人 間関

係 の 問題 」 お よ び 「仕事 の 多 さ と 時間の 欠如」 を ス トレ

ス と し て 知覚す る こ と で あ っ た。そ の ほ か
， 「子 ど も 理

解 ・対応 の 難 し さ」 「学級経営 の難 し さ」 が ス トレ ス 因 J・

と し て 得 られたが ， これ ら は 精神的健康 に影私を 及 ぼ す

もの で は な か っ た。個人tti｛と し て の ハ ー
デ ィ ネ ス が「園

内の 人間関係 の 問旭 1「仕事 の ．多 さ と 時間 の 欠如 1「子 ど

も理 解 ・
対 応 の 難 し さ 」、こ対 ナる ス トレ ス 知 ：覚を怪減 し ，

精神 的健康 を維持す る 要因 に な っ て い る こ とが 示 唆 され

た 。

　 田村 ・石隈 （2DOD は，中学校教師を対 象に 質問紙調査

を行 い ，教師 の 1飯援助志向性」尺度 の作戊お よ び そ の

信頼性 と妥当性，教師 の 「被援助志 向性 1 と 「指導 ・援

助 サ
ービ ス トの悩み 1 「職 与 に お け る ソーシ ャ ル ・サ ポ ー

ト 1 との 閏運，教師 の 1

「
バ ー

ン ア ウ ト1 と 1
指導 ・援助

サ ービ ス ヒの悩み iF被援助志向性 1「職場 に 才 け る ソ
ー

シ ャ ル ・サ ポー
ト」と の関連 な と に つ い て 検討 した u 男

性教師 の 垢合は，教師自身 の 指導 ・援 助 に 対 す る 同僚 か

り 0）批判 を感 じて い る 人 と ， 同僚 に 助 け て も ら う こ とに

抵抗 の あ る 人 に バ ー
ン ア ウ ト得点 は 深刻で あ っ た 。女忤

教帥 の 場 合は ， 生徒か ら の 反抗 の 多 い 教師 と，同僚 に 助

け て も ら う こ と に 抵抗 の あ る 人 の バ ー
ン ア ウ ト得点 は 深

刻 で あ っ た。

　旧 村 ・石隈 〔UO2） は，中学校教師を対象 に 質問紙調査

を 行 い
， 「教 師 自尊感情 ．尺度 を作成し，中学校教師 の 「被

援助志向忤 1 と 「教師自尊感侑 1の 性差 ・イ「齢差，中学

校教師の 1被援助志向性 」 と 「教 師 自尊感情」 の 関連な

ど に つ い て検討 した 、，女性教師 は ， 男性教師 に 比 べ 1
．
被

援助志向性」 が 高 か っ た u 丿コ 性 教 師 は，女 性教 師に比 べ

「白尊感情」が 高か っ た 。 「被援助志向性」と 1自享感情」

は 共 に ， 年齢に よ る差 はなカ っ た 。 ま た，45歳以下 の 男

性教 師 に お い て は ， 「自尊感
」1削 が 高 い ほ ど 「板援助志向

性 1 も高 い 傾向が 見 ｝れ 疋 、，一
方，41歳以上 の 女性教師

に お い て は，「自 、拿感情．」が 高 い ほ ど 1被援助志向性」が

低 い 傾向 が 見 ら れ た、，
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教　育　・ら・　理 　，v
”
：　年　幸艮　第 42渠

　 ス クー
ル カ ウ ン セ ラ

ー
活用事業で は ， 教師 と カ ウ ン セ

ラー
， 保護者 が チ ーム 援助 を行 う こ とで効果をあげ る可

能性が 示 唆 さ れ て い る 。 ま た ， 教師や カ ウ ン セ ラー
の 連

携 に よ る チ ーム援助が効果 をあ げる に は ， そ の チ
ー

ム を

ま と め ， 調整 して い くた め の コ ーデ ィ ネ
ーター

の 存在が

必 要 で あ る。瀬戸・石隈（20D2）は，ス ク ール カ ウ ン セ ラ
ー

活用調査研究委託校 に 指定 され た 高校 の 学年主任，生徒

指導主任，教育相談担当 の 長 ， 養護教 諭，ス ク・一ル カ ウ

ン セ ラーを対象に 質問紙調査 を 行 い
， 教師 や ス ク

ール カ

ウ ン セ ラ
ーが 実践 して い る コ ーデ ィ ネ

ー
シ ョ ン 行動 と そ

の 能力
・権限 の 関係 を明 ら か に し，コ ーデ ィ ネ

ー
シ ョ ン

行動を複数 の ス タ ッ フ が 担う場合の 今後 の 有効 な連携の

あ り方 を 検討 し た 。
コ
ー

デ ィ ネ
ー

シ ョ ン 能力 ・権限 は，

状況判断 ， 専門的知識 ， 援助チ ーム 形成 ， 話 し 合 い 能力，

役割権 限 の 5 因 子 で 説明 で きた 。ま た ，能力・権限が コ
ー

デ ィ ネ ーシ ョ ン 行動 に 与 える 影響 に つ い て 分析 し た 結 果，

役割 に よ っ て 影響の あ り 方が異な っ た が，援助チ ーム 形

成能力は役割を超 えて 影響力 が強か っ た。

　 学校教育 に お け る サ ー一ビ ス提供者 の ス トレ ス を め ぐ る

学会発表 は．日本発達心理学会 よ り も 凵本 教 育心 理 学会

に お い て 多く， それ ら は ， お よ そ 次 の よ うな主題 で あ っ

た 。教師 の ス トレ ス 舩 井，PD38 ；高 木 ・m … PD42 ），
ス ク

ー

ル カ ウ ン セ ラ
ー

の ス トレ ス （PA7D ）， 保台職 の ス トレ ス （三

根 ・上 田 ・［判 1「，PA7D
， 中学校 教師 の バ ー

ン ア ウ ト （平 岡・

乾 原，PA7t5；根 田 ・河 村，　 PB70 ；田 ［．1．1 ・五 十
・
嵐 ・寓 ド，　 PC27 ），

教 師 の ビ リーフ （西 村，PA74 ；田 代
・lrl鳳 PA79 ；！rl原 ・［［1

代，PA8 〔〕；林，　PF22 ； 肖木，　PB ］07），教師の 専門的援助要請

願 里 〔原，PA68 ；野 村 ・増田
・rヒ保 ・巾島 ・羽 島 ・

天 間，　 PB67 ：

迫H ・淵上・
田 中，PD49）， 教師の 自己 表現 （小 甲川・淵上，　PD50 ；

淵 上 ・小 刷 1［，PD5D ，教 師 の 思 考 ス タ イ ル 〔比 留 胤

PD66 ）
， 教 師 の 自 己 エ ン パ ワ ー メ ン ト 〔尾崎 ・淺川 ・古川 ・天

根，PF72 ）， 教師 の 自己調整機能伍 十嵐 PG33 ）。学校 ス ト

レ ス が 強 ま る な か ， 教 師自身 の 適応 ・成長 に と っ て何が

重要か，さ ら な る検剤 が 望 ま れ る 。

  　成人 の 子の親子関係

　近 年 ， 成人 し独 立 し た後 の 子 と そ の 親 との 関係 が 注 目

さ れ て お り ， 特に もっ とも密接 な か か わ りが 予想 さ れ る

母娘 を対 象 と した 世代問の サ ポー
トを検討 し た研究 が 多

くな っ て き て い る 。高齢化 が 先 鋭 化 す る な か ，こ う し た

母娘 を対象 と し た 世代間サ ポ
ー

トは老老 介護問題 ま で 含

み うる が ，
こ こ で は 成人 の 子 が成人 前期 な い し中年期 に

あ る場合 の 問題 を取 り ヒげた研究 に つ い て み て お くこ と

に し よ う、，

　水野
一

島谷 （2eez ）は ， 従来 の 口本 で は 高齢 女 性 の 介護

者 と して イエ 制度 の ド， 嫁が 想定 され て い た が，近年で

は 高齢女性 の 介 護 者 と し て 娘 が 期待 され る よ う に な っ て

き て お り ， 中年女性 と高齢女性 と で 娘 に よ る 母親介護に

対 し て 認識が食 い 違 っ て い る点，「娘に よ る」看取 りが 行

わ れ る場 合 に は，イ エ 意識に基 づ く長男 （の 嫁 ） に よ る

看取 りと違 っ て，「娘」白身 の 自由 な 自発 な意志 に 負 う部

分 が 大き い た め
，

そ の 苦労 は 自己 責任 と 見 な さ れ か ね な

い 点 を指摘 して い る 、 ま た ，
こ の よ う な観点か ら ， 江東

区在住 の 3〔1〜 69歳の 女性を対象 に 質問紙調査 を行 い ，日

本 に お け る 成人期 の 母娘関係の概念的枠組 み を提示 し，

口本 の 文 化状 況 ， 成 人 期 の 母娘関係の 特徴を 踏 ま えた測

定尺度の作成 お よび 検討 を行 っ た 。 母親 の 加齢 に従 っ て

娘 に よ る 母親 サ ポートが 今後増加 して い く可能性が あ り ，

「会 う」「電 話に よ る接触」 とい う即時的 コ ン タ ク トが 増

え て い く と み ら れ て い る 。 日米で 親子 の 親密性 の 構成が

異 な っ て お り， 日本の成人期 母娘 の 親密性 は対等性 と 異

な る次元 に あ り，親子 の 分離な ど葛藤 を通 じて 対等性 を

獲 得 して い く米 国 の親子 関係 と は 異 な る 。 今後イ エ 意識

が 夫方家系 か ら妻方家系の 重視へ と シ フ トした と し て も，

従来の 夫 力家系 の 扶養一相続 に み られ る よ う な親世代か

ら 子 眇代 へ の 援助を含 め た 親子間 の双 方向の援助 とい う

か た ち を と る と は 考 え に く く ， 娘 か ら母親 へ の
一

方向の

援助で あ る と示唆 さ れ た。

　北村 ・無藤 （PBO90 ） は，2（1代後半
一3〔｝代前半 の 娘 と そ

の 母231組を対象に質問紙調査 を行 い ，世代に よ る違 い
，

娘の 婚姻状態や子 ど もの 有無 に よ る違 い に 注 同 し な が ら，

成人 の 娘 と そ の 母親 と の 間の サ ポー
トを検討 し た 。 サ

ポートの 種類 に か か わ ら ず，お 互 い が健康 で あるうち は，

親か ら了へ と い っ た方向で の サ ポ ー トが 主で あ る こ とが

示唆 され た 。 た だ し，娘 の 婚姻状態，子 どもの 有無な ど

に よ っ て 異な る こ とが 示 さ れ た 。 他方 ， 心理的 サ ポー ト

や 道具的サ ポートを多 く与 えす ぎる と ， 相手 へ の 過剰な

か か わ りや 依存 と い っ た マ イナ ス 面 の あ る こ と も示 唆さ

れた。

　 こ れ ま で の と こ ろ，成 人 の 子 の 親 子 関係 に 関 し て は，

母 ・娘 の 組 に 関す る研究が積み 重ね ら れ て きて い るが ，

父 ・娘 ， 母 ・息 子，父 ・息子 に つ い て も種 々 の 問題 が あ

る と 予想 され る。母
・娘の 組の 検討 と共 に ，そ の 他の 組

に つ い て の 検討，あ る い は こ れ ら の 総合的な検討 に 期待

した い 。

（4） 中年期の夫婦関係

　巾年期 に は 生活 の 様 々 な側而 で 危機的状況 が 起 き る と

予想 さ れ る が ，本稿 で は ，と くに 夫婦関係 の 研究 に 注 目

し て お き た い
。

　平山
・柏木 脚 01） は ， 子 ど もの 巣 立 ち の 時期を迎 えて

い る核 家族世帯 の 中年期 の 夫婦 277組 を 対象 に 質 問紙調
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　査 を行 い
， 夫 婦関係満足度の ギ ャ ッ プ に つ い て 夫婦間 コ

　ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン と い う視 点 か ら検討 した。夫 婦間 コ

　ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 態度は，「威圧 」「共感」 1依存 ・接近」

　1無視 ・回避 1 の 4 次元 か ら な り，相手 へ の コ ミ ・7．ニ ケ ー

　シ ョ ン 態度得点 （自己 ，」疋 ｝ を夫婦間比較 し た結果 ， ポ ジ

テ ィ ブ な コ ミ ュ ニ ケ
ー一

シ ョ ン 態度 で あ る 「共感 1「依存 ・

接近」 で は妻 の 方が有意 に 高 く，f也方，ネ ガ テ ィ ブ な コ

　ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 態度で あ る 「無視 ・同避 」「威圧 II で は

夫 の 方が有意 に 高 か っ た 、、ま た，相手 へ の コ ミ ュ ニ ケー

　シ ョ ン 態度 の う ち ， 夫 に 最 も顕著な態度は 「威圧」，妻 に

顕著な態度は 「依存 ・接近」で あ っ た。夫 ・妻 と も，相

手 へ の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 態度 1 つ い て ， 夫婦 の 学歴 に

よ る 差 は 見 出さ れ な か っ た 。 夫 の 妻 へ の コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン 態度 の う ら，1
一
共感」に お い て妻0）経 済的地位 に よ

る差力 見 ら れ，妻 の 経済的地位 力 高 い ほ ど， 夫 は妻に 対

　して 共感 的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 態度を と る傾向 力 不 さ れ

た 。

　 伊藤 ・池 田 ・相 良 （PBIO2｝ は，大学生 ・短大生 の 親を

対象 に 質問紙調査 を行 い ，中年期 女性の 就；割合 が 7割 に

達す る 時代環境 を 踏 ま え て ， 夫 婦関係 ， 職業生活 ， 家計

収入 そ れ ぞ れ の満足度 が 主観的幸福感 を ど の 程圧規定 し

て い る か検討 し た。それ に よ る と，男性 で は ， 職業生 活

が も っ と も強 く ， 夫婦関係が そ れ に次 ぐ。 女性 で は ， 有

職者は夫婦関係が もっ と も強 く，職業生 活 が そ れ に 次 ぐ

の に 対 し て ， 無職者 は 夫婦関係が も っ と も強 い こ とが 示

され た 。また ， 同調査 カ ー） ，仕事満足感 が 高い ほ ど 男女

と も夫婦関係満足度が 高い が，女性 で は 仕事 コ ミ ッ トメ

ン ト感 が 高 い ほ ど夫婦関係満足度 が低下す る 口∫能性 が 示

唆 さ れ た 〔相 良 ・伊 藤 ・涸
．
ト．LI ’B ］02）。さ らに

， 女性は 夫婦

の 心理的共有度が 高 い ほ ど夫婦関係満足度 が 高 い の に 対

し て ，ガ性 は 妻 と の 心 琿 的 空 間 の 共有度 を女性 よ り強 く

望 ん で い る が ， 夫婦関係満 足度は．心理的共有度 と は あ ま

り関係な く，共有度の 低い 男性 で も
一
定 の 満 足 を得 て い

る こ と が 示 唆さ れた 馳 田 ・伊 藤 ・相良．1）E，1〔B ｝。

　 シ ニ ア プ ラ ン 開発機構 が サ ラ リーマ ン 夫婦 を対象に 10
t間 に わ た り 3 回行 っ た 質問紙調査 の 結果 に よ る と，夫

婦 の 親密度 は概ね U 字曲線 を描 き，・4〔｝代後半 に 最低 に な

る こ とが 不 さ れ て い る 。 ま た，夫 に比 べ て妻 の 夫婦 の 親

密度 に対 す る 評価が 低 く，
バ ブ ル 崩壊時 に 比 べ て ， 近 年，

両者 の 乖離 が 拡大 し て い る こ と が 不 唆さ れ て い る 噛 伺，
zooz ）。 こ の よ う に 中年期 の 夫婦関係 に 関 して 夫 と妻 の 食
い 違 い が 目立 っ て き て お り，今後，そ れ が拡大 す る 方向

に い くの か
， 縮小す る 方向 に い くの か ， 注意深 く見守 っ

て い き た い
v ま た ，最近 の 傾向 と し て ，家庭 で も な い 仕

事 で も な い 第 3 の 場 （友 人関係 や 種々 の ネ ッ トワ ー
ク）に，個

人 の 関心 が 向か う動 きもあ り，そ う した 動 き が 夫婦関係

に ど の よ うに 影響し て くる か
， 江 意す る必要 が あろ う。

　な お， こ の ほか に 中年期 に 主題 の あ る 研究 と して は，
中年期 の 適応過 稈げ 「嵐 PCO95 ；佐 藤，　Pc 〔〕96）， 中年期女

性 の 自己 の 捉 え直 し （矢吹，PC 旺吶 ， 巾年期 に お け る 人 生

の 捉 え直 し 仲 村，PCI（］i），重要 な 他者 と の 関 係 の 変 容 お

よ び 関係性の 再体制化 （永 旧，1’COY9〕， 退職 を契機 と した

夫婦 の意識面 の 変化 揃 旧，PCm2 ｝ な どが あ げ られ る ，，

　2　老年期の 研究

（1〕 加齢

　 加齢 に 伴 う心身機能 の 衰退 もまた 老年期の 発達 の 君要

な側面 で あ る 。 石 原 ・権藤 ・P 〔．｝on （2［IOt？） は
， 若年群 ， 前

期高齢者，後期高齢者 （両 齢 者群 よ「。亅挫銘 大：業校 の　／ F） を

対象 に 実験 を行 い ，短期 ・長 期 記憶 に 及 ぼ す加齢の 影急

に つ い て 検 討 し た 。 STM に は 有意差 1よ な か
一

た が，
LTM の 殉 認率 は 年齢が高 い ほ ど低下 し た 。 前期高齢者

と後期高齢者は熟知価 の 高 い 単語で は STM や LTM に

差 が 認 め ら れな い が ， 中程度 の 熟知価 の 単 語 の LTM で

有意差 が あ っ た 。 LTM で は 前期 高齢者・後期高齢者と も

高熟知価 の 単諸 よ り も中熟知 価 の 1巨語 で RT は 長 い が
，

STM で は 後期高齢者 の み で あ っ た 。 こ れ らの 結果 は 記

憶作一；
一
の 年齢 2、1．は さ ほ ど大 き くな い が，符弓

』
化，貯蔵 ，

検索過程 に 対す る 加齢 の 影響が 異 な る こ と を示 唆 して い

る 。

　 志堂寺 ・松永   m は，高齢 者が 起 こ す 自動車事故 の

特徴 や 高齢者の 情報処理特性等に つ い て 論訐 を行 い ，高

齢運転者 の 交通事故 を防 ぐた め の 方法 に つ い て 検討 した 。

高齢者は 交差点事故，出 合頭事故 が 多 い が ， 追突事故は

少 な い 。 交通事故 に 巻 き込 ま れ る よ り もむ し ろ 事故を引
き 起 こ し て い る n 高齢 者が事故 に 遭 う と致 死 率が 高 い が

，

高齢者の 9．1故 の半分 は，歩行 者あ る い は 自転車乗 用 者 と

して 事故 に 遭遇 して い る 。 55
’
覧か ら事故率が 上 昇 す る。

こ れ ら の 問題点を指摘 した うえ で，高齢運転 者 の 再 教 育

開始 の 必要性を提 言 し て い る、、そ れ に 対 し，松浦 （2川 〕

は，現代ぴ）交通 シ ス テム に合 う よ う に 高齢運転者を教育

す る こ と よ り， シ ス テ ム の 方 を高齢者用 に 変 え て い く こ

と の 方 を 重視す べ き と考え る ，， それ は高齢者ほ ど行動変

容が 難 し く，高齢運転者 の 補償 行動 に も限界 が あ る た め

で あ り， そ の 他 の年齢層 に も安全性が向上 す るか らで あ

る。問題 は シ ス テ ム 改善 の 費 用 対効果 で あ り ， 社会的 コ

ン セ ン サ ス で あ る と して い る 。 聿者 も ， 加齢 に 伴 う衰退

は進行性 の た め ， 志堂寺 ・松永が提唱す る 高齢運転者 の

再教育 に は 限 界 が あ る と 考え る 。 そ の 意味 で は ， そ れ を

補う松浦 の 考 えも垂要 で あ る と考 え る 。 た だ し，両者 と

も個人差 に つ い て は あ ま り触 れ て い な い が
， 高齢者の加

齢 の最大 の 特徴 で も あ り ， 個人差 の 考慮 が 1一分 に な さ れ
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教 育 心 理 学 年 報 丁 42集

る 必 要が あ ろ ）。

　藤川 〔PC29）は，従来 ， 運転者 の 交通安 全 教育 は，運転

技能 や 技術 の 訓練に 主眼 が 置 か れ て き たが ， 運転者 自身

の 人生 の 目的 ・態度
・ラ イ フ ス タ イ ル な ど を考慮 し た 運

転 者教 育 が重要 との観点 か ら，高齢者講習受講 者を対象

に 質問紙調査 を行い
， 高齢運転者の 主観的幸福感の検討

を行 っ た。高齢 者が 自己 の 「老化」 を ど の よ う に 自覚 し，

受容 す る か ， ま た ，安全運転 に 役立 て る か 力 課題で あ る

こ と 力 示唆 さ れ ナ

　瀧 ケ 崎
・藤村 〔PC34 ） は ，2〔｝代か ら60代 に わた る通信制

大学の学生 を対象 に EPPS を行 い ，加齢 に 伴 う社会的欲

求 の 変化を検討 し た。年齢 が 高 い ほ ど，規伸正 し く，責

任感が あ り， 忍耐強 い ，若 い 人ほ ど異性 に も て た い 欲求

が 強 い こ と が Tg唆さ れ た 、 年齢 が 高 い ほ ど ， 男性は他者

に 頼 ろ う とせ ず， 穏や か で ，女 性 は他者 に 従 い ，目立 ち

た が らな い 傾向ガ あ る こ と を示 した 。 EPpS 標準化 の 際

との デ
ー

タ比較 か ら ， 現在 5〔1歳 以 上 の 人 も若 い 時 か ら規

律正 し く，忍耐強 く ， 某性に興 味 が な か っ た わ け で は な

く， 年齢 を重 ね ， 社 会経験 を積む こ と に よっ て社会的欲

求が 変 化 した と考 え て い る 。 ま た ， 達成 と自律は ， 加齢

の 影 響を受け に くい 安定 した 性格特性で あ る と考 えて い

るり

　 そ の 他，加齢 に よ る メ タ 記憶 の 変化 UII口 ・滋 辺 ・佐伯 ，

PG59 ）
， 文法柄造 の 加齢 の 影響 （丁野 ・1

．
i
．1
∫II・・」・1［「，　 PAIIgl ），

高齢者 の 感情経験 とそ の 表出 （・ba　1，1 ・V）95｝，加齢 に よ る

変化 の 認知 と自己 へ の 関心 ・満足 庫 との 関連 〔若 本．PC “94）

な ど の 発表 が あ っ た。加齢研究 に お い て は，年齢効 果，

コ ホ ート効果 ， 測定時点効 果 が 混 交す る 可能性を 避 け ら

れ な い
。 横断的デ ザ イ ン に よ る年齢差 の検 討だけ で な く ，

横断的研究 に よ っ て年齢差 の 出 ナ
ー
変数 に 関し て ， さ らに

縦断的デザ イ ン に よ っ て 年齢変化を検討す る こ とが 期待

さ れ る 。

語 りの 構造的特質 が 自我 同
．・

性達成度 に よ り異 な る こ と

を見出し ， 自己語 りの 構造的特質が 自我 冂
・
性の様態 に

関連 す る こ とが 示 唆 さ れ た 。な か で も，自我同
・
件達成

度が 低い
一

群 の 高齢者 は，自己 の 否定的な性格特性 に つ

い て 諳 る に 際 し て ，情緒的 な 明細化 が 顕著と な り， 主題

と の 関連竹が 低 い 自己語 りを栴 成す る こ と が 明 ら か と

な っ た。しか し，自我同
．一

廿達成度 と，，A りの特定性 と

は 関連 を見出さず， ま た ， 情報性 ・関連性 との 間 に 見 出

した 関連 も 直線的 で は な か っ た 。

　 回想 の もつ 適応的効果は
一

般 に 広 く支 持 され て い る に

もか か わ ら ず ， その 効果 に 関す る実 ［｝的研究 で は，
．一

致

し た結 1侖に は到 っ て い な い
。 町村 ・橋本 （2〔：）Ol＞ は，老人

大学 の 受講者と大学生 ・大学院牛 を対象に 質問紙 調査 を

行 い
， 老年期 に お け る 回想 の 質 と適応 と の 関連 を検討し

ん。世代 や 性別 に よ り そ の 関連 の 仕方 は 異 な る もの の ，

回想 の 情緒的性頁 が 適応度 と関連 す る こ と が 認 め ら れ，

ネ ガテ ィ ブ な出来事の再評価傾 白は一irに 青年期 で ， 回 想

量 は 老 年期 の 男性 で 特徴的 に 適応度を説明 した。そ の た

め 老 下期 の 尹性 で頻 繁に過去 を折 り返 る こ とは適応度の

低 さ と関連 す る と考 え ら れ た 。さ ら に ， 老年期 の 男性 の

み に ， ポジ テ ィ ブ な回想 の 想起 しや す さ と 1可想 量 と の 父

々：作用 が 認 め ら れ ， ポジ テ ィ ブ な回想と適応度の 関連す

る 和度は 回想 二艮 に よっ て 異 な る こ とが 示唆 さ れ た。

　 そ の ほ か ，学会発表て は ， 高齢 者 の 人生の各時期の 評

価 と そ れ に 関連 す る 語 り 順 本，PAe93 ｝， 自己物 ，吾聴取前

後 に お け る 過去 へ の 態度変容 順 井・榎本
・
儿 好・小林 ・他 井・

富西，1’AO94 ），語 りに あらわ れ る 自己 物語 の 文脈 〔小 林
・
榎

本 ・横 引 ・宮 西 ・
兀 好 ・福 Ji，　 PA 〔196 ；PAO97 ；PAO98 ；

1’iNO9 ．　9｝
， 高 齢 者 の 回 想 内容 の 質 的検 寸 （大 田 ・ll［野，

1’AIOO ）， 高齢者 の 自己実現 と人 生 回 想 に よる個人経験 と

の 関連 伊 藤 ・1．1．尚 ，pcoqs ） な ど 質 的分 析が多 くみ られ

た 。

｛2）　回想、。言吾り

　Butler（1963）は ， 高齢者 力 過去 を回想 し ， 思 い 出を語

る こ と は 自我同
一

性 の 達成を も た らし， 適応的効果 が あ

る と考 え，［” 1想法 を提 唱 し た。そ の 後， こ の 効 果 を検 正

す る 研究が数多 く行 わ れ ，高齢者 の 心理臨床 の 実戦 に お

い て も活用 さ れ る よ うに な っ て き て い る。

　野村 （ZUt）2）は，老人憩い の 家 の 定期的利用者 を対牙に

個別面接 を 行 い ，高齢者 が 自ら の 過去 を［・i想 し て 述べ る

自己語 りの 構造的特質 と ， 自我同
一

性 の 様態 と の関連 を

検討 した 。エ リ ク ソ ン 心 理 社会的段 階目録 日本版 の
一

部

を使 っ て 自我同
・
性達成度 を 測定 す る と と も に ，性格特

性語 の 自己 へ の 帰属を過去 の 経験 か ら例証 す る 課題 に よ

り ， 自己語 り を得 た 。 情報 性，関連性 の 2 次元 に お い て，

｛3） 施設適応

　老年期 に は ， 慢性疾患 の た め 長期入院 した り， 後遺症

の ため
1
丿ハ ビ リテーシ ョ ン 施設 で 訓練 を 受 け た り，老人

保健施設な ど 老人福祉旆
．：
殳に 入所 した りす る 人が 増 え て

くる。また，病院 ，
ホ ス ピ ス ，特別養 護 老 人 ホ

ー
ム な ど

が 終の 住処 と な る 人 も少 な くな し 。しか し，老 人 の 場合

に は，新 し い 環 境 へ の 適応に は様々 な困難 が あ る と予想

され る。そ っ し た観点か ら 老人 の 施設 へ の 適応を援助 す

る 研究 が 重要 に な っ て き て い る 。

　小倉   〔〕2）は，特別養張 老人 ホ
ー

ム の 新入 居 者 と既入

居者 に イ ン タ ビ ュ
ーを行 い ，新 しい 環境 で 安定 し て い く

初期適応の プ ロ セ ス を 明 ら か に す べ く，グ ラ ウ ン デ ッ ド

セ オ リー（修正 版 GT 法）に よ る 分析 を行 っ た 。新 入居者 は
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主体的能動的 に 環境 に 働 きか け 「入 居者が ボー一
ム の環境

や人 ，
モ ノ との 間 に 安心 し て 自分 らしく生活で き る よ う

な関係 を形成 す る こ と 」 とい う 「つ な が り 」 を つ く り
，

自分 な りの 生活を 形成 して い く こ とが わ か っ た 。「つ な が

り」形成 に 向け，入 居 者 は 1
素材 ス パ ーク 体験」「リリー

フ 体験」「思 い に 沿 っ た ケ ア 体験」「目的 の あ る か か わ り II

な ど を活用 し，自分 と ホー
ム を結ぶ 「つ な ぎ素材 」 と 「か

み 合 う 対人 交流 1 をつ くっ て い た 。 初期適応 の援助に は，

新入居者 が 自分 ら し さや 自立意 fv’ を も て る よ うな牛江素

材 と 気持 ち が 通 じ合う対人交流 の 提供が乖要で あ る こ と

が 示唆 され た 。

　渡辺 〔P 舶 g2） は
， 有料老人 ホ

ー・
ム に居住 す る 高齢 耆を

対 象 に，高齢者の た め の 鍵魯楽器 を使 っ た 音楽 ア ロ グ ラ

ム を提供 し，能動 的 に音楽学習す る こ とが 高齢者 の 牛活

の 質 〔QOD の 向上 に どの よ う に関与す る か 検討 し た 。 受

講過程 に お け る 受講者の 心理的変化 の 測定 と観察記録 を

分析 した結果，i
一
社会機能 の制限」「身体機能及 び精神機

能の 障害 に よ る 役割制限」 の 改苦 ， 日常生 活 に お け る音

楽学習 の 定着，生 活 の活性化 ， 技能 の 向上 ， 質の 高し 勘

足感，充．実感 の 猛得な ど が 示 唆 さ れ た。

　今後，こ う した 施
．
殳適応に 関す る 研究 が幅広 い 視野 か

ら行わ れ る こ と を 期待 した い
。

3　成人期 ・老年期 を通 した研究

〔1） 生涯学習

　生 涯 学 占 は，成人期 ・老年期 を通 した研究 と し て 概観

し た。浅 野 〔Ltc）OLt） は，放送大 学学一1三，文系
一

般大 学
’
y：

生 ， 医科大学学生 ， 公民館 の 受講 者を対象に 質問紙 調査

を 行 い ，「学習動機」を 中心 に し て 「仕会的経験 」も含め

て そ れ ら の ど の 側面が学習 へ の 積極的 な取 り組み と学習

を長期継統 させ ．よ う と い う意 志 に 影響 を及 ぼ し て い るか
，

こ れ ら に 影響力 を も つ 学習動機 が どの よ う に 生涯学習参

加 を促進す る よ うに な っ た の か そ の 過程 を検 討 し た。「積

極的関与」「継続意志」は，放送大 γ：生 が 一
般大学牛 よ り

も高く ， 牛 涯学習 に お け る重要 な側 面 で あ る こ とが 示唆

され た 。「積極的関与」を強化す る主な学習動機 は 1特定

課題志 向」で あ り ， 「継続意志 iに 関 して は 「flL一 向上志

向 1 と 1特定課題 志向」で あ ．
っ た 。

「自己向一L志向」 の 学

習動機は 青少年期 の学習不充足感 に 端 を 発 し，仕事上 の

挑戦 ，優 れ た 人 との 比較 を 経 て 強 め ら れ 「継続意志」 に

つ な が 怯 「特定 課題志向 ．

1
は 背少年期 の学校 ま た は 仕事

外 で 課題 に 取 り組む 経験 を経 て ， 現在 の 「積極的関与」

を高 め て い る傾 向が 示唆さ れ た。さ 广 に ， 浅野 （Pl畑 3）

は，放送 大学学生 を 対象 に 貞問紙調査 を行 い ，学習 へ の

積極 的関 字を 高 め る 肯定的情動 は 「対 人関係上 の嬉し さ」

で あ り，学習が
一

定の レ ベ ル に 達 した学生 に お い て は，

一 7iS

さ ら に 「実 用 的楽 し さ 1が加わ る こ と が 示 唆 され た。

　藤 原 ・堀 （Lt〔〕〔）2） は，・身体機能障害 を有 す る高齢者を対

象 に 質問紙調査 を行 い ，活動制限 の 程度 と 学習 ニ ーズ と

の 関連 を検詞
．
し た 。活動制 限 が 軽度 な層の 学習 ニ

ーズ に

「表出的 ・交流的」（他者 との つ な が の 活動の 傾向 が ．活 動

制限 が 重度 な 層 の 学習 ニ ー一ズ に 「手段 的 ・社会的 1 （社 会

と の っ な が O ） 活動の傾向 が それ ぞれ 示 され た。こ の 結果

は ， しondoner ら が 主 張 した 「高齢者は 生存の ための 手段

的学習 ニ ーズ が 強 い 」 と い う傾向を 補強 す る もの で あ る

と解釈 さ れ た 。

　矢野 ・榎本 ・
横井 ・大西 ・植木 ・・［F］原 （1・F3fi） は，高齢

化の進ん た離島 で 暮 ら す高齢者 を対象 に ，身体活動 ブ
．
ロ

グ ラ ム と自己物語 プ ロ グ ラ ム か ら な る 複 合プ ロ グラ ム を

適用 し，抑 うっ 傾向を低減 す る た め の 有 用 性 に つ い て検

剖 した。 1

「

活気」 に 」二昇が み られ，1抑 うつ
一

落 ち込 み 」

1疲労」 の 低下 が 認め ら れた。 tた ，1自分 を全 くだ め な

人 間 だ 」 と認知 す る傾向が 弱 ま っ て い る こ とが 示唆 され

た。 こ う した 効果 の 持続 に っ い て は さ ら に 検 討 し て い く

必 要が あ ろ う。

　 こ 0）ほ か ， 清7k （PB ｛〕92 ；PP25〕 は，20代 か ら30チkに い

た る 若 い 成 人女 鬥
．
を対 象 に

， 社会 人 か ら大学 ， 大学院 ，

留学へ の ラ イ フ コ
ー

ス 変更 0）語 りの 分析 を行 っ て い る。

近年，大学 ・大学院 へ の 社会人 入 学 は 幅広 い 年齢層に 広

が っ て き て お り，
こ っ し た 仕事 で もな い 家庭で も な い 自

分 ら しい 生 き方を 求 め る 動 さ に つ い て の 検討 が 肴要 に

な っ て き て い る よ う に 思 わ れる。

  　性 へ の 知識 と態度

　性 へ の 知識 と態度 も，成人期 ・
老年期 を 通 した 研究 と

し て 概観す る こ と と した 。

　伊藤 （LOOI）は，東 京都区 1
．if在住 の 20歳以 ヒ60歳未満 の

男 女を対 象に 質 問紙謂査 を行 い
， 性差覚醒状況 （人が 性差・

M別 を 強 く忌 實す ／ 仕会状オ册 に お い て ， そ の ジ ェ ン ダー・ス

テ レ オ タ イ プ に 性 お よ び年齢 に 関 し て ど の よ う な特徴 が

み ら れる か 検討 した 。 「母性」と 「頼 も し さ」は性差覚醒

状況 に お け る ジ ェ ン ダー ・
ス テ レ オ タ イ プ の 優位な次元

で あ っ た 。特に ， 「頼 も し 削 で は男性が ，「母性」で は

女性が よ り強 く意識 して お り，自らσ）性 に か か わ る 内容

に 関 して よ り強 い 性差息識 が 働 く こ とが 示唆 され た n ま

た ， 「公領域で の 女性 の 適性欠如」で も，一
骸 に は 男性 の

方 が 非平寺卞 峩 的 な 態度 が 強 い と言わ れ て い る が
， 性」’．．

覚醒状況 で は む し ろ女性自身に そ の よ うな認識が強 い こ

とが 示 さ れ た。さ ら に ，概 ね 上 の 世代の 方 が 性差意識が

強 い こ と が 示 され た が
， 男性 の 世代差 が 女性 の 世代差 に

比 べ て一
世代ずれ る点 に 関し て は ，目本 で は 女 性 の 平等

主 義 的芦 哉変化 が 男性 に 先行 し， 男性 の 変化 は そ れ に従

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

教 育 心 理 学 年 報 第 42集

う と い う仮説を支持す る結 果 と見 な し て い る 。

　赤嶺 ・荻 原 ・與
「
占田 ・McMackin ・蔡

・
信 友 〔2001＞

は，保健学科学生 と特別養護老人 ホ ーム に 勤務す る 看護

お よ び介誰 者を対象に 質問紙調査 を行 い ，尚齢者の セ ク

シ ャ リテ ィ に 関す る知識 と態度を評価 す る 尺度 （ASKAS ・

J）を 作成を試み て い る。高齢者の 性 に 関す る 知識 が 高い

ほ ど ， 高齢者 へ の 性 に 関す る態度 は 寛容 で あ る こ とが 示

さ れ た。ASKA −Jの 標準化 に あ た っ て は ， 今後 ， 研究対

象を 広 げ さ らに 検討 す る 必要が あ ろ う。

　 こ の ほ か ，セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ ン トの加害者の ジ ェ ン

ダー フ リー度 （入 角 ・
田 中・淵 H，PF ：S8｝

， 男女平等意識 陳

福寺，PF42），性役割観の ズ レ （太 田
・丸 山 ・竹 内，　 PAO71 ），

な ど の発表が あ っ た 。

  　介護 ス トレ ス ・家族ス トレ ス

　近年 ， 高齢化 力 光鋭化す る申 ， 介護 ス トレ ス
・家族 ス

ト レ ス に 注目 した 研 究 が 増 え て き て い る 。 要介謬者 は老

人 で あ る こ とが 多 い が ，そ の 介護者や 家族 は 成 人 か ら老

年 に 友 ぶ た め，成 人期 ・老年期 を通 し た研究 と して 扱 う

こ と と した 。

　安部 （LO（｝1） は，デ イ サ ービ ス お よ び訪 問看護サー ビ ス

利用者の家族を対象に 農門紙調 査 を 行 い ，介護 ス ト レ ス

の 主観的評価 を 測定す るた め の 尺度 を作成 し ， 要介 勇者

の 心身 の 障害や うつ 夙 分 と の 関連 を検討 し た。「社会 的拘

束感」 と 「身体的 消耗感」の 2因子 が 抽 出 さ れ ，信頼性

は 両 因子 と も高か っ た 。両因子 と，要介設者 の 心身 の 障

害お よ び介護 者 の うつ 気分 との間に有意な正 の 相関 が み

ゅ れ た、、ス トレ ッ サ ーお よ び ス トレ ス 反応 （う つ 气分 ） と

の 包括的関連 を構造方程式 モ デ リン グを用 い て 検討 した

結果 ， 介 叢 ス ト レ ス 認知評価尺 度 は，ス トレ ッ サ ーと ス

ト レ ス 反応と有意な正 の 関連 が み られ た 。
こ れ ら の 結果

か ら ， 介護 ス ト レ ス 認知評価尺度 は ，
ス トレ ッ サ ーお よ

び ス トレ ス 反応 と の 媒介機能 を有 し て い る こ と が Pt唆 さ

れ た 。 介護 に 対 す る 否定的評価の 側面以外 に も，介護 に

対す る満足感 や 達成感な ど の 肯定 的言i価 や 自己 効力感 が

介護者の 感情や情緒 的安定 に 影善 を及 ぼ して い る側面 を

も視野 に 入 れ た よ り包 括的 な モ デル の 構築が期待さ れ る。

　 陶山 ・河野 脚 〔12） は，訪問看誰ス テ ーシ ョ ン を利 用 し

て い る 在宅要介護高齢者 と そ の 主介て者そ れ ぞ れ 面接聞

き取 り
JJ
］査 を行 い ，高齢介護者 の 介護疲労感 の 持性 を検

討 し た。高齢介護者 の 疲労感 は非高齢介護者 に比 べ て ，

「気力減退」「
一

般疲 労感 1が 高か っ た 。高齢 介護者 と非

高齢介護者 の 疲労感 に 異 な る 影 響 を及 ぽ す 要因 は，性別，

世帝 人 数 ， 介護期間，そ して ，要 介護者 の 身体機能 で あ っ

た 。 非高齢介誣者 は ，
3 人以 ヒの 世帯 や 介護期間 が 長 い

者 に 疲労感が低か っ た，、高齢 介護者 で は，女性や 部分介

助 を し て い る者 に 疲労感 が 高 か っ た。

　唐沢 （20U！）は ， 大学の 社会人向け講座の受講者を対象

に 1 問紙 詞 査 を 行 い ，家族介護者 自身 が介護や福祉 に 対

して 持 つ 態度 が，利用時に 生 じ る ネ ガ テ ィ ブ な感情や 介

議 サ ービ ス の 利 用 意図 に 及 ぼ す影響 を検討した。家族介

護 を評価す る 態度，社会福祉サービ ス の 利用 を 軽視 す る

態度，評価懸念は介護サービ ス の 利用意図 を低減 す る こ

とが 示 さ れ た 。 他方 ， 家族介護 を 評価す る態度 は 否 定的

効果 を増加 させ ，否定的効果 は サ
ービ ス 利用 の 躊躇 に つ

な が っ て い た 。
サ ービ ス 利 用 を抑制 す る 態度変数 を認識

し た 介護 サ
ービ ス の 専門家の 重要性 が 丁唆 さ れ た 。 し か

し，介護 さ れ る高齢者が 「介護 サ ービ ス の 利 用 」 に 対 し

て もつ 態度 も，家族介護者の サービ ス 利川意図 を左右す

る 重要 な 変数 で あ り， そ う し た視点か ら の 検討が必要 で

あ る 。

　直接介護 ス トレ ス を扱 っ た もの で は な い が，福川 ・坪

井 ・新野
・安藤 ・小杉 ・下方 （ttoO2） は ，

40歳 か ら79歳 の

地域住民 を対象に 面接調査 ・質問紙調査 を 行 い ，家族 ス

トレ ス や肯定的 ・否定的な対人交流 が抑 うつ に 及 ぼ す影

響 を包括的 に 検討 し た。肯定的交流 に よ る抑 う つ 低減効

果 と，否定的交流に よ る 抑 うつ 増大効果 が そ れ ぞ れ 示 さ

れ，肯定的交流 の 抑 う つ 低減効果は ， 否定的交流 の 抑 う

つ 増大効果 よ り も強い こ と が 明 ら 7vと な っ た 。 さ ら に，

否定的交流 と ス トレ ス 体験 と の交 ：々作用が有意 とな り，

凵 疋 的交流 の 抑 う つ 増大効果 は，ス ト レ ス レ ベ ル が中 な

い し低度の場合 に の み 示 さ れ ， ス トレ ス レ ベ ル が高 い 場

合に は示 さ れ な か っ た 。 家 族 と の 肯定的交流 と 否定的交

流 が ，中高年者の ス トレ ス ない し心埋的健康 と そ れ ぞ れ

特徴的 な 関連 を もっ こ とが 示 唆 さ れ た。

　 また，近年，ホ ス ピ ス や 緩和 ケ ア 病棟 な ど
一

部の 施 設

や 市 民 活 動 に お い て 残 さ れ た家族 へ の 援助活動 が 展 開 さ

れ つ つ あ る。坂 口 （2［〕oz）は ，
ホ ス ピ ス に て 癌 の た め 亡 く

な っ た 患者の 近親者 喊 人 ） を対象に質問紙調査 を行 い ，

家族構 成員 の 死後 の 体験の な か で の 有益性発見 の 効 果 に

つ い て 検討 し た 。 3 っ の 主要 な 囚了 「い の ち の 再認識」

1目己 の 成長」 「人 間関係 の 冉 忍識」が 抽出 さ れ た 。
「人間

関係 の 再認識」を 除 く 2 つ の 因子 は GHQ −［　8と有意 な相

関が あ っ た 。オ プ ヴ
．

イ ミズ ム は 同様 に 「い の ち の 再認識 1

1自己 の 成長」と有意 な相 関 力 あ る が ， 死 別後 の ソ
ー

シ ャ

ル ・サ ポ ー
トの 知覚は 「し の ち の 冉認識」 「人 間関係 の 再

認識」 と有意 な相関が あ っ た 。 白益性発見が 死別 の 心 理

的過程 に お い て
一

定の役割 を果 た し て い る こ とが 示唆 さ

れ た 。

　　こ の ほ か ，痴果 の 診 断 を 受 け る と い う経験 が 家族介護

者 に と っ て ど の よ うな 意味が あ る か ， 語 りの 質 的分析 を

行 っ た 櫻井
・
兒玉 （PA78 ） な どが 注目 さ れ た 。
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　おわ りに

　　「親 の発達」「学校教 育に お けるサ ービ ス 提供者の ス ト

　
レ ス 」な どの問題 は ，従来 は，子 ど もの 発達あ るい は臨

　床 と し て 区分 さ れ て い た か も しれ な い 。しか し，本稿 で

　は，「親 の 発 址 」 「学校教育 に お け る サービ ス 提供者の ス

　ト レ ス 」 な ど の間逆 に は，成人期 の 発達 の 車要な 問題 が

　含 ま れ て い る と の 。，t（ftに 立 っ て ，あ え て 成人期 の 研究 と

　して 取 り上 げ た 。 親 と子 の か か わ りの 研究 は，あ る 面 か

　らみ る と 子 ど もの 発達 の 研 究 で あ るが ，他 の 面 か らみ る

　と親 の 発達 醍）問題 で もあ る と 考え る。同様 に ，教師 と生

徒 の か か わ りの 研究 は，生徒 の研究 で もあ り ， 教師 の 研

究 で もあ る と考 え る 。ま た ， 研究 を分類す る に 当た一．
・ て，

「親 と し て の 発達」な ど を成人前期，「中 ・
i
「期 の 夫 婦関係 」

な どを成人中期 ，老年期 ケ 成人後期 とす る分 け方 な ど も

　考え られ た カ ， 「学校教育 に お け る サ ービ ス 提供者の ス ト

レ ス 1を ど こ に含め る か 難 し く ，

一
応，前述 の よ う な分

け 方 を採用 した。今後， どの よ うな区分 の 仕方 が 道 切 か，

　さ ら に 検判 す る必 要 が あ ろ う。

　 全体を 通 じ て み る と ， 「親 の 発達」と ［学校教青 に
’
け

る サ ービ ス 提供者 の ス ト レ ス ll 関 す る 研究 の 量 が 多 く，

近年 ，
こ の 2 つ の 課越 に 対 す る 関心 が 荷 ま っ て い る こ と

が窺われ る。1親 の 発達 1の 研．究 は，子 ど もの 発達 との か

か わ りで 親 の 発達 に も 目が 向 け ら れ る よ うに な っ て き た

もの で あ る が ， 子 どもの 発達 に 景
∫
ご を 及 ぼ す 親 の あ り方

だ け で な く，親 の 発達 そ の もの を正
．
面 か り 取 り 上 げ た 研

．

究 が 望 まれ る 。 親 の発達に 影響 を及 ぼ す 子 ど も の あ り方 ，

子 ど も だ け で な く様 々 な 人 々 や社会 との か か わ り の な か

で 現 れ て くる親 の 発達な どに つ い て も っ と踏 み 込 ん だ 検

討が 必要 て あ ろ ）。他方，「学校教育 に お け る サ ービ ス 提

供者の ス トレ ス 」の 研 究 の 増加 は，そ れ だけ ， 学校 と い

う場 の ス ト レ ス が 近年，増 大 して き た こ との 現れ とみ る

こ と が で き る 。 種々 の 対応策 が検け され て い る が ，成人

期 の 適応 ・ffigの 視点力 ら は，学 校教育 に お け る サ ービ

ス 提供 者の ス ト レ ス ヌ1処能 力 や ソ ー
シ ャ ル ・

ス キ ル の 開

発研 究 が 必要 で あ ろ う、、

　た だ，成 人 期 の 研究 の 大部分 が 「親 の iEtS．」 と 「学校

教育 に お け る サ ービ ス 提供者 の ス トレ ス 1で 占め られ て

い る と し う の は
， 日本教育心琿学会 や 口不発達心理学会

を ペ ー
ス に し て い る 研究者 の 背景 を 考廣 す れ ばや む をえ

ない 面 もあ る が ，や や 偏 っ て い る 印象を 受 けた。成人期
や 老年期 の 適応 ・発 達 を 考 え て い く上 で は ，職 禾 との か

か わ りは き わ め て 重要 な課題 で あ り ， 社会的 要請 も強 い

と
．
考 え ら れ る。そ れ ゆ え，今後 は ， 学校教育 の サ ービ ス

提
．
供 者だ け で な く，他 の職果 に 就 い て い る成人 や 老人 に

つ い て も っ と 目を向け て し く必要 があ る の で は な か ろ う

か 。

　　昨今，回想 や語 りの 研究 は や や ブーム の観を呈 して い

　る が，成人期 や老年期 の 研究 に お い て も盛 ん に な りつ っ

　あ る との 印象を も っ た 。 し カ し， 回想や語 りの研究は も

　と も と EI−ikson や But］er　
L

の 老 年期 の 研究 を起 点 と し

　て お り，決 して 不思議 で は な い 。回 想 ・語 りの 研 究を概

観 す る と ， 圓想や mP り を行 う 人 が そ れ に よ っ て ど う変

　わ っ た の か，回想や語 りの 効 果 に 関 心 が 集 ま っ て い る u

　し か し ， 回 想 や 一±t りの 研究は，実 は ， 回想 ・
語 りを行 丿

人 と そ れ を促 す 人 との か か わ りの 研究 で も あ る 点 に 留意

す る 必 要 が あ る 。一
方的 に 回想 ・「ー

りを行 丿入 に つ い て

分析 す る の で は な く，圓想 ・
諂 りを 行 ）人 が そ れ を促 す

人 に よ っ て 影省 を受 け て い な い か
， あ る い は回想 ・語 り

の 場 面の 間接効果 が 起 き て い な い か ，
−1．分 な検 ］が 求 め

られ る。同ロ寸 に ，研究 者が 回想 ・語 り を分 析 ・解釈す る

場合 ， 研究者自身が回想 ・
。 ［｛り を行 う人 ，こ よ っ て 影響 を

受 け て し な い か ， 検証 して み る 必 要 が あ ろ う 。

　 本稿で 概観 した限 りで は，加齢 の性差や 個 人差 を問題

L した 研究 は ほ と ん ど な か っ た ．しカ し
， 寿命 に あ っ て

は 歴然 と し た 壮差 が あ る 。 女 「iの f±会進出 に 伴 い ，女性
の ス トレ ス が 増大 し，ヂ女問 の 寿命の 差 は 縮 小 し て い く

の で は な い か と い う 予想もあ っ た が ， 男女間 の 寿命の格

茫 は縮 ま る ど こ ろ か ，拡大 し て い る よ う に み え る 。他方，

後期高齢者 に な る と，女性 よ り も む しろ 男仕 の 方 力 隻鑠

と して い る と い う rl占もあ る。性の 逆転 と い わ れ る 現象 で

あ る。 こ れ らの 現 象 が ，今後 ど の よ う に な っ て い くの か ，
心理面か ら も注惹深 く見守 っ て 行 く必要 が あ る と 考 え る 。

k た，加齢 の 個 人 芹 に つ い て は昔か ら 指摘 さ れ な が ら，
意外と 人っ 込 んだ研気ガ 行われ て い な い 。平均値 で み た

年齢 N 化 は幻 想で あ り，個 々 人 の 加齢 の 実居を．界誤 る 恐

れ が あ る。加歯 変化 の 個人差 ， 加齢変化の パ タ ン こ そ，
縦断的 に検討 し て い く こ とが 求め ら れ て い る よ う に 思 わ

れ る。

　ただ し ， 縦断的研 究 は，横断的研究 に 比 べ て 実陪、に は

容易で は な い し ，
い ろ い ろ と弓フ点もあ る、，ま た，τ外 と

気づ か れ て い な い が，縦断的研究 の 最大の ts
−
．・．．、は ，

一
見，

年齢変化 を 柾 え て い る よ う に見 え て，実 は 環境変化 と
一・

体 に な っ て 起 き て い る 可能性 が あ り，そ の 栃合，切 り離

して 区別 で き な い と い う点 で あ る
。 た と えは，バ ブ ル 絶

頂期 に 50歳 の 人 の 社 会的欲求 が，］．O−｛t後，す な わ ち 6〔城

に な っ て減少し た と し て も，そ れ が ．年齢 に よ る もの な の

か
， 不況下 で 定年．を 迎 え た こ とに よ る の か ，分 か ら な い

と い う こ と で あ る。したが っ て ，縦断的研 究 を 全面的 に

爻 け入 れ る の で は な く，環境変化 が起き て い ない か．そ

こ か ら影響 を 受 け て い な い か ，慎重 に 吟味す る必要 が あ

ろ う。

　本稿 で ほ ， 学会誌 や 学 会発表 に つ い て は ， 最初 に 掲げ
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た範囲で は あ る が概 ね カ バ ーし た つ もりで あ る 。 し か し
，

大学や研究機 関 の 紀要 に っ い て は ，時間的 ・物理的困難

か ら省略せ ざ る を得 なか っ た 。 し た が っ て ，貴重 な 文献

が 見落 され て い な い か ， 恐 れ る次第 で あ る。また，本稿

で は 筆者 の 基準で 研究 を分類 し た た め
， 著者 の 当初 の 意

図 と は ま っ た く違っ て 分類 さ れ て い る も の もあ る か もし

れ な い 。ご容赦 い た だ けれ ば 幸 い で あ る。最後 に な っ た

が，本稿を通 じて 多 くの研究 に 触 れ，い ろ い ろ な こ と を

学ば せ て い た だ い た 。 記 して ，謝意 を 表 す る次第 で あ る 。
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