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成人期 ・ 老年期 に おける発達研究の動向
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（立命館大学文学部）

は じ め に

　本稿で は ， 20〔｝7年 7 月か ら2〔〕08年 6 月未 まで に発表さ

れ た 教育 心理学 の 諸研究 の 中か ら， 成人期 ・老年期 を対

象に行わ れ た もの を概観す る 。 対 象 と し た 主 た る研 究は ，

『教育心 理 学研究』， 『心 理 学研究』， 「発達心理 学研究』，

『老年 社会科学』の 各学術雑誌 で 公刊 さ れ た もの ， さ ら に

日本教育 心理学会第50回総会 で 発表 された もの で あ る 。

　成人 期の 時期 と して は ， 概ね 20歳代後半以 降 を指 し ，

65歳以 上 を対象と し た 研 究を老年期研究 と考 えた 。個人

差 は ある もの の ， 20歳代後半は ， 多 くの者が社会生活を

経験 し始 め る 時期 で あ る。こ の 時期 は
， 自分 の 生活 の 領

域が 広が り， 自分 の 生活の み で な く，家族 を 形成 し，子

ど もの 教育，育成，ま た 職場 の 中で の 「自己」を意識す

る 。 さ らに ，子 ど もの 教育 ばか りで な く， 親 を対 象 とし

た 介護 の 問題 に 直面 す る こ と も 多 い
。

　老 年期は ， 衰退面ば か りで な く， む し ろ そ れ ま で の時

期 と変わ らず に有能 さ を保 っ て い る時期 と も捉え られ る

よ うに な っ て きて い る。一
方 で

， 認知機能 の 衰退面 も確

か に存在す る 。 高齢者 に と っ て 生活 し や す い 環境を い か

に 整 え る か 。 そ の 上 で ， 高齢者の社会参加活動を促 し，

主観的幸福感 を高 め る た め の 教育心理学 的 ア プ ロ ーチ の

必要性が ま す ま す高ま っ て い る。

　以 ヒの よ うな こ と か ら ， 本稿で は成人期 の 研 究を さ ら

に ，「子育 て 」「仕事」「発達課題」「介護价 護 を提 供す る側〉」

の 項 目に分 け て 動向を見て い き た い 。老年期 の 研 究 は ，

「認 知機能」「社会参加」「介入 研究」 の 項 目 に 分 け て 動向

をみ て い き た い 。

　 1．成人期

1．子 育て

　柴 山 （2007）は ， 保育 園児を持 つ 共働 き夫婦を対象 に し

て ， 子 ど も の 送 迎分担 を ど の よ う に 調整 し て い る か を質

的に分析し た 。 送迎記録 票 と イ ン タ ビ ュ
ーか ら ， 送迎分

担 に は 5 っ の タイ プ が あ る こ と を 明 らか に し て い る。母

専任型 ， 父母 分担型 ， 父専任型 ， 祖母依存型，ベ ビーシ ッ

タ ー型 の 5 つ で ある。そ し て ， こ れ らの 送迎 タイ プ と ，

夫婦 間 で の 相互作用様式や 送迎分担に っ い て の 妻 の 考 え ，

調 整過程 で の 妻 の 主 導的役割 に は対 応関係 が あ る こ と を

明 らか に し た。これ ま で研究の対象 と し て取 り上 げられ

て こ なか っ た ， 子 ど も の保育園へ の 送迎に注目し て ， そ

こ で 行われ る夫婦間 の 調整過程 を捉 え て い る点は 大変興

味深 い 。一
方 ， 加藤 （200S）は

， 共働 き と は対照的に ， 専

業主婦家庭で の 父親の 子 ど も へ の 愛着 と，子育 て や父親

意識な ど と の関係 を見た 。 調査の 結果 ， 父親 の 子 どもへ

の コ ミ ッ トメ ン トが養育態度や育児効力感 に 大 き く影響

し て い る こ と が 示 さ れ て い る 。

　加藤 （2007）は，子育て 期の養育者を対象として ， 重要

な人物か ら の サ ポートお よ び サ ポー
トネ ッ トワ ーク と，

内的作業 モ デ ル の 変 化 を検討 し て い る 。 Bowlby （1969 黒

田他 fi・1976）に よ れ ば
， 厂子 ど もは愛着対象 と の 日々 の 具体

的相互作用 を通 じ て ，愛着対象へ の 近接可能性，お よび

愛着対象 の 情緒的応答性に関す る情報を統合 し， 他者や

自己へ の関係性の表象 を形成す る」。 そ して ， こ れ を内的

作業 モ デ ル と命名 した。こ の 内的作業 モ デ ル は ， 従来可

塑性が低 い と さ れ て き た 。一度形成 されて しまうと ， 変

化 し に くい こ と が 示 唆さ れ て きた 。 しか し加 藤 伽 〔）7）

は，出産 を経験 して ， 自己 に と っ て 重要な他者か ら サ ポ ー

トを 受 け る こ と で
， 内的作業モ デル が更新 しうる こ と を

示 して い る 。 そ れ ま で 不安定な 内的作業 モ デ ル を保持 し

て い た者が ， 安定的な内的作業モ デル を持 つ こ とを示 し

た 。

　子 育て の う ち ，親子関係 の 問題 か ら分析 した研究に ，

金政 （20。7） と北村 （2008） な ど が あ る。金政 （2007） は ，

大学生 と そ の 母親 2eg組を対象 と し て，愛着の 世代 間伝 達

を検討 し て い る。愛着 ス タイル の 測定尺度，子 ど もか ら

見 た 母親 の 養育態度 認知尺度 ， 母親本入 の養育態度認知

尺度 を用 い て 分析 した。そ の 結果 ， 子 ど も と母親 の 愛 着

ス タ イ ル は あ る程度類 似 し て い る こ と，母親 の 養育態度

認知 の うち の 「過保 護」 は，子 どもの 愛着 ス タ イ ル と関

連 し て い る こ と な ど が 明 らか に な っ た。さ ら に ， 青年 ・

成人期 の 愛着の世代間伝達 に 関す る プ ロ セ ス モ デ ル を提

起 して い る 。 こ の よ うな世代間 の 問題 を扱 っ た 研 究 に は，

他 に ，し つ け観 の 世 代 間差 を検 討 し た 北 川 （2008）が あ

る。
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　また北村 （2008）で は ， 20歳代後半か ら 30歳代前半の成

人女性 と そ の 母 親を対象 と し て ，母娘関係 と心理的適応

の 関係を検討 し て い る 。 そ の 結果，母親 に 対す る現在 の

親密的感情 は安定 し た 母 娘関係 に 関連が あ る こ と，し か

し， 現在の 過 剰な依存的感 情の高さ と過去 の 愛着に お け

る関係不安 の 高さ と の 関連は微弱 な もの で あ る こ と ， な

ど を明 ら か に し て い る 。 さ ら に ，配偶者や 子 ど もの 有無

と母娘関係 と の関連 に つ い て も詳細な 分析が な さ れ て い

る。 こ の よう に 母子 関係 の問題 を扱 っ た研究に は ， 他 に

松田 ・安達 （2。08） が ある。

　子育て を通 し て 生 ま れ る様々 な 問題 を扱 っ た研究 や ス

トレ ス に対す る支援 を対象 と し た研究 も多数見 ら れ た 。

田村 ・石隈 （200の は ， 母親の手記 を も と に し て ， 子 ど も

が 1 歳 か ら14歳 まで に 起 こ っ た出来事や ， そ の 出来事 に

対す る自分 の捉え方，ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラ
ー

との や りと

り や 母親 の 心 理 的変化 を ， 修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ド ・セ オ

リー （grounded　theery 　uppreach ） を用 い て ， 詳細 に分析 し

て い る。グ ラ ウ ン デ ッ ド・セ オ リーと は ，
シ ス テ マ テ ィ ッ

ク に収集 ， 分析 さ れ た デ
ー

タ に 基 づ く理論 で あ る 。 育児

場面で の 母親心 理 の 変容過程 を 追 っ た も の と し て ，大変

貴重な研究 で あ る と思 われ る 。

　育児 ス キ ル ，育 児ネ ッ トワ ーク ，育児感情 ，
ジ ェ ネ ラ

テ ィ ビ テ ィ （generativity ， 生成世代性）を対 象 とした研究 と

し て は ， 三 鈷 ・濱 口 （zoes）， 金 ・内藤 （2UU8 ）， 許 ・杉原 ・

石崎 （2DO8）， 小島 （2008） な どが あ る 。 三 鈷 ・濱口 （2008）

は ， 幼児期の 子 ど も を持 つ 親 の 養育 ス キ ル を よ り包括的

に 測定 す る 尺度 の 作成 を行 い ，信頼性 ・妥当性 を検討 し

た 。金 ・内藤 （2008 ） は ， 子育 て に と っ て 大変重 要な 基盤

に な る子育 て ネ ッ トワーク の 問題 を調査 して い る 。 調査

の 結果 ， 専 業主婦 の 母親 よ り働 く母親 の 方 が ，相対 的 に

より多 くの ， ネ ッ トワーク構成員 の 言動 と 自分 の 母親役

割行動 を 照 ら し合わ せ て い る こ とが わ か っ た 。 許・杉原・

石崎 （2008）は ， 母性意識の 違 い に つ い て ， 日中で の 文化

差 を比 較 し て い る。調査 の 結果，育児負担感や ス トレ ス

な ど，多 くの 点で 日中間 に 共 通す る特徴が 見 ら れ た 。 小

島 脚 鰤 は ， 次世 代 へ の 関 心 や ，次世代 を育 む 心 で あ る

ジ ェ ネ ラ テ ィ ビ テ ィ の 発達の 問題を検討 して い る 。 調査

の 結果，ジ ェ ネ ラ テ ィ ビ テ ィ は．世代，性格，配偶者 の

有無 ， 仕事観 と関連 し て い る こ と が わ か っ た 。

2 ，仕事

　 成人期 を対象 と し て ，「仕事」 の 問題を扱 っ た研究 は，

主 と し て仕事
一一一

般 を対象 と し た もの と ， 教育 ・保育場 面

で の 仕事 （教 師 ・保 育士 を対 象 と した もの 〉 に 特化 し た も の に

分 け られ た 。
こ こ で は

，
ま ず仕事

一
般 の 問題 を扱 っ た も

の か ら検討す る。

　 坂井 ・半澤 （2008） は ，25歳 か ら 39歳 ま で の 成人 前期 の

フ ル タイム 有職 者を対象 と して，目標意識 と仕事 へ の 意

味 づ け の 関連 を見 た 。 調査 の結果 ， 目標意識尺度の 構造

に お い て ， 5 つ の因子が抽出さ れ た 。 特に大学生 の段階

で 見 られ た 「将来 へ の希望 」因子が 「目標の 存在 と自信」

と 「将来不安」の 因子 に 分 か れ た点 ， 「目標 渇望」因子 に

お い て性差 が 見 ら れ た点 ， 専門的能力を 高 め た い と い う

意識 で あ る 専門性 志向は ， 女性で低か っ た 点 ， さ ら に ，

専門性 志 向は 目標意識 を 高 め
， 仕事手段志向は目標意識

を低め る こ と ， な ど が 示 唆さ れ て い る 。 そ の他，仕事に

対 す る 意識 を 対 象 と し た 研 究 と し て ， 就学前の 子 ど も を

持 つ 共働 き家庭 の 父親 の 仕事役割 と家庭役割の葛藤 に注

目 し た も の に
， 森 下 （2008） が あ る。

　松本 ・釘原 （2008 ） は，役職 に っ い て い な い ，正社員 で

あ る社会人 とア ル バ イ ト を して い る大学生 を対象 と し て ，

上司
．

部下 関係 の 評価や その コ ーピ ン グが ス ト レ ス に 及

ぼ す影響 を検討 し た 。調 査 の 結果 ， 仕事上 の 公 的側面 に

関し て は ， 評価の 高さ が 心理的 ス トレ ス 反応 に影響 し て

い る こ と ， 仕事内容 に直接関わ ら な い 私的な側面 に 関し

て は ， 評価 の 高 さ よ りも上司 の 過剰 な好意 的評価 を認 知

す る こ と，が 心 理 的ス トレ ス 反応 を 高め る こ と を 明 らか

に し て い る 。

一
方 ， ア ル バ イ トの場合は ， 私的な側画に

つ い て は ス トレ ス 反応 に ほ とん ど影響力 を持た な い こ と

が明らか に な っ て い る。さ らに ， 上 司
一

部下関係 に おけ

る コ ーピ ン グ の ス ト レ ス 反応 へ の 影響 は ア ル バ イ ト と社

会人で 異な る こ とが示唆 さ れ て い る 。 同様 に ， 仕事 と ス

トレ ス の 問題 を対 象 と し た研究 に は ， 坂 井 （LOOS ） が あ

る。

　仕事に関連 し た 研究で 数的に 最 も多か っ た もの は ， 教

師 ・保育者を対象 とした もの で あ る 。 坂本 （2007） は ， 現

職教師 の 授業力量 の 形 成要因 に つ い て ，2000年以降 の 論

文を レ ビ ュ
ーし て い る 。 現職教師の 学習を ， 1）授業経

験 か ら の学習 ， 2 ）学習を支 え る 学校内の 文脈 ， 3 ）長

期 的な成長過程 とい う 3 つ の 観 点 か ら捉 え直 して い る。

こ の よ うな教師 ・保育者 の 力 量形成 ， 教師 ・保育者 自身

の 成 長 の 問題 を 扱 っ た 具 体 的研 究 に は ， 石 橋 ・松 村

（2008），浦野 （2008），岩 田 ・
大芦

・鎌原
・中澤

・蘭 ・三 浦

（2〔］08）
， 今田 （20es） が あ る ロ

　 石橋 ・松村 （2008 ＞ は，初め て学級担任 を経験 した中学

校 教師 の 変化 を，教師 へ の イ ン タ ビ ュ
ー，同僚 か ら の 観

察 ， 教師 の 指導観，学級風土質 問紙 ，AD （受 容 要求 ）尺

度か ら分析 し て い る 。 調 査 の 結果 ， 学級 や子 ど もに 対す

る 関わ りの 変 化 が 複数 の 側面 で確認 さ れ て い る 。 浦野

（20。8）は ， 学級経営 に 課題 を抱 え て い る 若手教 師が ，研修

を契機 と し て ，学級 経営を どの よ う に 変 え て い っ た か ，

そ の変化の 過程 を明らか に した。岩 田 ら （2008）は ， 現職

教員 を 対象 と し て ，現職教員 が 現在の 勤務校 に お い て直
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面 し て い る児童 ・生徒の 適 応上 お よび学習指導 ・学級経

営 ・教員自身に関す る 問題の うち ， 特に教育心理学等の

専門的支援を必要 と考 えて い る問題が どの ような もの か

を ， 自由記述 で 記入 さ せ た もの を分析 して い る。調査 の

結果，教師 自身の ス ト レ ス や メ ン タ ル ヘ ル ス の 問題 の 多

い こ とが 明 ら か に な っ た 。 今田 （20es ）は ， ワーク シ ョ ッ

プ型研修が教 員 の ニ
ーズ に 合 っ て い る か どうか を検討 し

て い る。調査 の 結果，研修 の 形 態 に つ い て は ， 参加者の

年齢や教職経験 に よ っ て そ の ニ ーズが異な る こ と が 明ら

か に な っ た 。

　教師組織や教師 と して の 職場環境 を研究の対象 と し た

もの もあ っ た 。国府島 ・淵上 （2008 ） は ， 教師を対象と し

て ， 職場 に対 す る組織 コ ミ ッ トメ ン ト と校内研修の有用

感 との 関係 を検討 した 。 また ， 校内研修を実施す る こ と

で ，組織 コ ミ ッ トメ ン トが 時系列的 に ど の よ う に 変化す

る か を検討 し て い る 。 調査 の 結果 ， 校内研修 の 有用感が

組織 コ ミ ッ トメ ン ト を高め る
一

つ の 要因 に な る こ と を示

した 。 佐藤 脚 08）は ， 教員た ち の 生活空 問で あ る職員室

と い う場所の社会的風土 を検討 して い る。職員室 と い う

環境の ， 学校 間で の違 い が明 ら か に な っ た 点が興味深い
。

そ の 他，今野 （2008） は，教 師個人 に 受 けとめ られ て い る

学校 イ メージ に つ い て
，
PAC 分析 を 用 い て 比較検 討 し て

い る。鵜川 ・岡崎 ・伊藤 （2008） は，教師の認知す る職場

環境が どの よ うな もの で あ る か を ， 教職経験20年以上 の

教師 の 語 りを も と に 分 析し て い る。また ， 鈴木 ・鎌田 ・

淵 上 （2008）は，学校組織 の 特性 と養護教 諭 の 自己効力感

と の関連 を見て い る 。 い ずれ も，教師 に と っ て 職場 で あ

る学校 と い う組織の 受取 り方の違 い が示 さ れ て い た 。

　教師 と親，教 師 と他職種 との 連携や，ス ク
ー

ル カウ ン

セ ラ ー
， 学校心 理 士 ， 養護教諭を対象 と し た 研 究 も複数

あ っ た。上村 ・石 隈 （2eo7） は ， 保護者面 談に お い て教師

が 保護者 と の 連携 を構 築す る プ ロ セ ス と その 特徴を分析

し て い る 。 発話分析 の結果 ， 「援助具体化」と 「保護者 と

の 関係構築」 と い う 2 つ の カ テ ゴ リーが抽出さ れ た 。 保

護 者面談 は，教師が 自分 自身 の 対応 を振 り返 り， 対応策

に っ い て積極的に提案す る特徴が あ る 反面 ， 問題 や 目標

設定 が瞹昧 に な る特徴があ る こ と を明 らか に し た 。

　松本 ・淵上 CZOO8），島田 ・土屋 ・淵上 （20as） は，教師

と ス ク ール カ ウ ン セ ラ ーの よ り良い 協力 ・連携 の あ り方

や 問題点 を明ら か に す る こ と を 目的に
一一連の 調査 を行 っ

て い る 。 小林 ・庄 司 （2008 ） は ，学校 お よ び相談機関に 勤

務す る ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラーや相談員 を対象 と し て， コ

ン サ ル テ ーシ ョ ン の 有効感を 調 査 し て い る。調査 の 結果 ，

臨床経験が 3 年経 つ と コ ン サ ル テ ーシ ョ ン の 有効感が増

加 する こ とが確認 された。原 田 ・菅野 ｛2008） は，養護教

諭の相談活 動 の 困難度に与 え る 影響 に つ い て 分析 して い

る 。 調査 の結果 ， 養護教諭 自身の 曖昧さ 耐性が高 い 方が

相談活動 に 困難 を感 じな い と い うこ と を明 らか に した 。

　他に ， 鎌原 ・大芦 ・岩田 ・中澤 ・蘭 ・三浦 （2〔衂 と大

芦 ・岩 田 ・鎌 原 ・中澤 ・蘭 ・三 浦 （20  8） は，学校 心理学

の 授業 を提供す る側 と し て の 大学教員が，学校心理学を

ど の よ う に捉え て い る か を明 らか に する た め に ， 調査 を

行 っ て い る。ク ラ ス タ
ー

分析 の 結果 ， 臨床面 を重 視す る

立場 か
， 学 習

・
認知面 を重視 する立場 か に よ り， 4 つ の

ク ラ ス タ ー
に 分類で き る こ と な どを明らか に し た 。

　教育現場 で の 問題 の 多さ を反映 す るの か
， 教師 と し て

の 不安，ス トレ ス を扱 っ た研究が数多 く見られたの も特

徴で あ る 。 中村 ・神藤 ・
田 口 ・

西森 ・ 中原 （2007 ） は，大

学教員初任者が持 つ 教育に対す る不安 と職務満足感 と の

関係 に つ い て検討 して い る 。 教育不安尺度を作成 して ，

「教育方法 に 対す る不安」「学生 に 対 す る不安 」「教育 シ ス

テ ム に 関す る不安」 の 3 つ の 因子 を見出 して い る 。 さ ら

に，これ らの 因子 と サ ポート体制，職務満足度 と の 関連

に つ い て分析 し た 。

　高木 ・淵上 ・田中 （20〔j8） は，20代 か ら50代 の 小 ・中学

校 の 教師を対象 と し て ，年代 ご と に 職務葛藤 と キ ャ リア

適応力の ス トン ス 反応 へ の 影 響を分析 して い る 。 調査 の

結果 ， 職務葛藤 は各年代 で ス トレ ッ サ ーに な っ て お り，

キ ャ リア適応力に は特に 40代教師で の ス トレ ス 抑制効果

が 見 ら れ た 。 同様 に ， 教師の ス トレ ス やバ ー
ン ・ア ウ ト，

精神的｛建康 ， 悩み の 問題 ， 自己開示 を扱 っ た研究 に は，

藤原 ・古 市・松岡 （2008）， 宮下 （2008）， 村上 （2008）， 岡崎・

池 田
・
伊 藤 （2UO8），岡 本 ・網 谷 （2008）， 高 木 ・田 中

（200S）， 大澤・宮下 （2008 ）， 都丸・庄司 （2008 ），石橋 （2008）

な どがあ っ た 。 逆 に ， 教師 と し て の 心理 的ウ ェ ル ビー
イ

ン グ （well −being）を研 究 し た もの に 澤田・赤澤・上 田 （200S）

があっ た 。

3．発達課題

　成人期 は，自分 の 人生 を振 り返 りなが ら こ れ か ら の 人

生 に お い て ど の よ う な こ とが で きそ うか と い う こ とか ら，

こ れ か らの 人生 の プ ラ ン を 立 て，生 き方を定 め る時期 と

捉 え られ て い る （矢野 ・落合，19．　91）。 生涯発達 の 中で の 成人

期 の 「発 達課題 」 を研究対象 とした もの に は次の よ うな

も の が 見 られ た 。

　丸 島 ・有光 （2eo7） は ， 次世代 を 確 立 し て 導 く こ とへ の

関心 で あ る 「世代性」 の関心 尺度 と行動 尺度 に つ い て 改

訂 を行 い
， そ の 信頼性 と妥 当性 を確認 して い る。世代性

と は，自分 の 死後 に も残 る よ うな生 き 方 や 仕事 に身を投

じ よ う と する要求を指 し （K ・tre，1984 ），成人期 の 重要 な発

達課題 と考え られ て い る 。 調査 は20代 か ら70代 の 複 数 の

世代 の 女性 を対象 に 実施 さ れ た。調査 の結果 ， 成人 に お

け る世代性に は ， 世話 （例 ：「困 っ て い る人 を 見る と ， つ い 手助
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け し た くな る 」），創 造性 （例 ：「私 は変 わ っ た こ とや め ず ら し い こ

と をす る の が 好 き だ 」）， 世代継承 （例 ：「私 の 死後 に も ， 私が 貢献

した こ と は残 っ て い る よ うに 思 う」） の 3 因子 の ある こ と な ど

が確認 さ れ て い る 。

　あ る文化 に お い て 歴史的に作 り出され，暗黙 に 共有さ

れ て い る 自己 に つ い て の通念 に は 文化的自己観 が あ る と

い われ て い る （北 山．1998）。高田 （2〔〕07）は ，
こ の 文化的自

己観 の 形成過程 を ， 相互協 調的 自己観 と相互 独立的自己

観 に 分け て ，そ の 発達的変化 を分析 し て い る。こ こ で い

う発達的変化 と は ， 他者か ら分離 し た独 自の 存在 と し て

自己 を捉 え る相互独立性が児童期か ら青年期に か け て低

下した の ち ， 成人期 に 上昇す る こ と ， ま た ， 他者 と結び

つ い た人間関 係 の
一

部 と して 自己 を捉 え る相互協調性 が

青年期前期か ら後期 に 上 昇 し，成人期 で低下 した の ち，

老年期で 再度上昇す る こ と，を指す 。 研究の 結果 ， こ れ

らの発達 的変化の背後に あ る 要 因に つ い て ，
い ずれ も自

己 ス キ
ー

マ の 形成 と変容が 関わ っ て い る こ と を推察 して

い る 。 例 えば ， 成人 期の 相互独立性の 伸び は独立 ス キ ー

マ の 形成 と対応 し ， 相互協調性の 低 下 は協調ス キ ーマ の

否定 的な変容 に 並行 して い る こ とが推察 され た。

　 また ，成人期 以降 で は，親 し い 人間関係 の 維持 と再構

築は重要な発達課題で ある と考え ら れ て い る 。 菅原 ・片

桐 （2eo7 ）は ， 実際の社会参加活 動 を通 して ， 親 しい 人間

関係が築 か れ て い る か ， 親 しさ と関連 す る 要因は何か を

検討 して い る。分析 の 結果 ，男性で は メ ン バ ー間の 対人

構造な ど集 団 の 特性が ， 女性で は 子 ど も の 有無 な ど個人

的要因が メ ン バ ー全体 との 関係 と関連 して い る こ とを明

らか に した。性別 に よ り活 動 メ ン バ ー
問 の 親 しさを促進

す る 要因 の 異 な る こ と が 示唆さ れ た 点は興 味深 い 。

　 そ の他，日潟 （2008 ）は ， 成人期 仲 年期 ）を対象に サ ー

ク ル ・テ ス トを実施 し ， 中年期 の 時間意識を検討 して い

る 。 現在や 未来 を大 き く描 く者 は ， そ の 時制 に 対 して 充

実感や ポ ジ テ ィ ブ な 態度を示 し て い た が，過去を大 き く

描 くも の は，
一

概 に 過去に対 し て ポ ジ テ ィ ブ な態度 を示

す の で は な い こ とが示唆 され て い る。

4 ．介　護

　 成人期 の 最後 の 項 目 と して ， 介護 の 問題 を取 り ヒげ る 。

成人 期 に お け る 介護 の 問題 は，介護 を受 け る 側 の 問題 で

はな く， 介護 を提供 す る側 か ら の 問題 で あ る 。

　 張 ・長 三 ・黒 田 （2007） は，小規模ケ ア 型 か 従来型 か と

い っ た施設の 形態 の 違 い に よ る ， 介護職 員 の ス トレ ス の

違 い を検討 し て い る。ス トレ ス に つ い て は，蓄積的疲労

徴候 とバ ーン ・ア ウ ト と い う 2 つ の 側面 か ら分 析 し た 。

分析 の 結果 ， 小 規模ケ ア を 実施 し て い る施設の職員は ，

従 来型施 設 の 職 員 と は 異 な る要 因 に よ っ て ス トレ ス が 生

じ て い る可能性が示唆 さ れ た。小 規模ケ ア 型施設 で は，

サ ービ ス 提供 に 関連 し て 個 々 の介護職 員 レ ベ ル で の 意思

決定 の 権 限 とそれ に 伴 う責任が与え られ る こ とが ， そ れ

を こ な せ る十分な 力量 を持 て な い 職 員 の ス ト レ ス 症状

（パ ーン ・アウ ト） の要因に な っ て い る可能性が 示唆 さ れ て

い る。

　檮木 ・内藤 ・長 嶋 （2008） は，介護結果 の 原 因 をどの よ

う に 認知 す る か と い う介護結果 に 対す る原因帰属 を 取 り

上 げ， それが介護負担感 に及ぼ す影響に つ い て 検討 し て

い る。介護結果 に 対 す る原 因帰属 に つ い て は 3 つ の 因 子

を見出し た 。 「自分 へ の 帰属」「相手 へ の 帰属 」「状況 へ の

帰属」の 3 因子で ある 。 こ れ らの 因子 を説明変数，介護

負担感 を目的変数 と し て 重回帰分析 を行 っ た 結果 ， 介護

負担 を高 め る 要 因 と して ， 成功時 の 「自分 へ の帰属」 と

失敗時 の 「相手 へ の 帰属 」 が 示 され，介護 負担感 を軽減

さ せ る要因 と し て成功時の 「相手 へ の 帰属」が 示 さ れ て

い る 。 うま く介護で きた ときの 「自分の 努力や能力」 へ

の 帰属 が 介護負 担を高め る要因 と な る の は，う ま く介 護

で き た こ と の 「自分」へ の 帰属が む し ろ介護に 対 す る 「過

負担感」に っ なが り， 介護負担感の増大 に結び つ い た の

で はな い か と推 測 され て い る。一
方 ， 介護 負担感 を軽 減

さ せ る方向に 影 響 を 及 ぼ す要因 と し て の 「相手 の 人柄や

生活の あ り方の よ さ」へ の帰属は ， 要介護者が状況 に良

好 な働 きか け を行 っ て い る こ と を介護者が認知 して い る

こ とを示す もの と推測 して い る 。

　認知症介護 に お い て は，毎 日繰 り返さ れ る介護 に お い

て ， な か な か 「結果」そ の もの が 見え な い こ と も あ ろ う。

そ して ， 厂結果 」が見 えず，原囚帰 属も曖昧 なまま に な っ

て しまう こ とと，介護 負担感 との 関連 もあるか もしれ な

い 。 い ず れ に し ろ ， 介護者の 負担感を軽減 す る た め に は

どの よ うな援助が 必要 か とい う問題 は ， 今後 ます ます重

要 な課題 に な るもの と思われ る。そ の他認知症 の 介護で

はな い が ， 知的障害者施設職員 の 援助者 と し て の ス ト レ

ス を扱 っ た研究 に 上村 ・吉田 （Loes ）が あ る。

　 II．老年期

1 ．　認矢ロ機倉旨

　老 年期 を対象 と して 認知機能の 問題 を扱 っ た研究 の 絶

対数は，他の 年代 と比較す る と少な い と言わ ざ る を得な

い 。しか し，そ の 研究 の 重要度 は 年 々 高 ま っ て い る 。 そ

の 代表的な も の が ， 高齢 ドラ イ バ ーの 運 転免許更新 を め

ぐる 問題 で あ り，高齢者 に と っ て 住 み や す い 社会環 境 を

提供す る，援助 の あ り方 をめ ぐる基礎研 究で あ ろ う。 さ

ら に ，認知機能 を維持 ・あ る い は 改善 す る た め に は どの

ような取組 み が効 率的 なの か を考 える，心理学 か ら の 基

礎的データ の 提供が重要 で あ ろ う。

　所 （2008 ）は，高齢 ド ラ イ バ ー
の 運転免許更新 に 関わ っ
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て 対 応す べ き問題 点を整理 し て い る。  運転断念者へ の

心理的ケ ア，  過疎地域 に住む高齢者の移動手 段の 確保，

  地域交通安全 セ ン タ
ーと して の 自動車教 習所 の 役割，

の 3 点で ある。ど の よ うな基準 で 免許交付 を停止す る の

か とい うの も大 き な 問題で あ る が ， 免許交付を停止 し た

と き の 心理 的 ケ ア に 注 目 し て い る点 はきわめ て 重要 で あ

ろ う。
こ の 問題の 解決に向け て ， 心理 学か ら貢献す べ き

事柄 は 数 多 い もの と思われ る。そ の 意味 で ， 2009年か ら

施行さ れ る高齢者講習 で の 認知機能検査 と そ の 影響 に つ

い て は，今後科学的な デー
タ の蓄積が 期待さ れ る。

　 山本 （ZOO8 ）は ，

一
連 の 研究の 中で ， 高齢者を対象 と し

て，教材 の 理解 に お ける見出 しの 効 果を実験 的に検討 し

て い る 。 こ の 研 究 で は，見 出 し 文字 の 立体化 な ど の 階層

構造 を明示す る こ と の効果 を検討 し て い る。実験 の 結果，

高齢者で は ， 見出しが 明示 す る階層構造を活用 し て，教

材 の 理解が進 む こ とを明 らか に した。高齢者 に と っ て 理

解 し づ ら い マ ニ ュ ア ル
， 手 引書 が 高齢者 の 活動 の バ リ

ア ーに な っ て い る こ と は 間違 い な い こ と で あ ろ う。こ の

ような問題 を考え る上 で 基 礎的データ を提供す る こ と は，

教育心理 学研究 の 重要 な方向性 の
一

つ で あ ると思われ る。

　 岡市 C2008）は ， 動物実験 と ヒ トを 対象 に し た 実験 心理

学の デ
ー

タを もとに ， 記憶 と学習の加齢 へ の影響 を ま と

め て い る
。

そ し て
，

ど の よ うな ラ イ フ ス タ イ ル が サ ク セ

ス フ ル エ イジ ン グ をもた らす の か を提言 して い る。運動

と知的刺激が 認知機能 の 維持 に 与え る 効果 や ，食生活 が

認知 機能 に 与 える影響 を分析 して い る。動物実験か らの

デ ータ を 基礎 と し て
，

ヒ トに お い て も，
バ ラ ン ス の 取れ

た 低 カ ロ リー食が寿命 を延ば し ， 健康な 状 態 を長 く維持

す る 要因 に な る こ と を示 し て い る 。 ま た ， 岩原
・永原 ・

伊藤 ・
八 田 （2008） は ， 中年期 ， 高齢期 の成人 を対 象 と し

て ， 自己効力感 と高次精神機能 の 維持 と の 関連 を 分析 し

て い る。調査 の結果 ， 自己効力感 と前頭葉機能の維持に

は関連 の あ る こ と が わ か っ た。

2 ，社会参加

　高齢 者 の 社会 的 ネ ッ トワ ーク の変化や，高齢者の 社会

参加 を促す要 因，社 会参加 す る こ とで の 配偶者へ の影響 ，

さ ら に高齢者の 閉じ こ も りや そ れ に 関連す る諸 問題 を検

討 した研 究が見 られた 。

　斉藤 （2008 ）は，高齢者 の 祉会的 ネ ッ トワ
ー

ク の 経年的

変化 を 分析 し て い る。資料 と し て ， 東京都老 人 総合研究

所 と ミ シ ガ ン 大学 に よ る 全国高齢者 パ ネ ル 調 査 デ ー
タ

〈1987，1990，1993 年）が 用 い られ た 。分析 の 結 果 ，   高齢者

全体で は ， 同居者の 人 数 は減少傾 向 に あ る が ， そ れ 以 外

の ネ ッ トワ
ー

ク 指標 （親 し い 友 人数 別居 子 との 交 流頻度，友人 ・

近 隣 ・親 戚 との 交 流頻度 ） に つ い て は加齢 に伴 っ て 減少する

傾向は確認 で きな か っ た こ と，   高齢者個人 の 変化 と し

て は ，
い ずれ の ネ ッ トワーク に お い て も， 最初の調査で

交流 が多か っ た人 ほ どその 後減少 しや す い 傾向があ る こ

と，   同居者の 人 数の 変化 と別居子 と の交流頻度お よび

友人等 と の 交流頻度の 変化の間で の み，代 替的関係 （例 え

ば，同 居者数 が 増加 して い る人 ほ ど別 居 子 と の 交 流頻度 が 減 少す る

傾向）が あ る こ と ， な どが明 らか に な っ た。

　堀 （2007 ＞は，老人大学修了者 を対象 として ， 講座 へ の

評価や受講後の 社会活動へ の参加 に 関す る質問紙調査 を

実施 し た 。 数量 化III類を用 い て分析 した結果 ， 老人大学

講座 へ の 評価 として 「人間関係一自己実現」 と 「知識 ・

技能一社会参加」 と い う基本 と な る 2 つ の 軸 を見出 した。

さら に ， こ れ らの評価 と老人大学修了後 の 社会参加活動

の 経験 に は
一
定 の関連 があ る こ と を明らか に し た 。 例え

ば，老人大学講 座へ の 評価 が 「自己実現 的
一

社会参加的」

で ある こ とと， 修了後の社会参加活 動 の経験が関連 して

い た 。さ ら に ，老人大学修了後 に も社会参加活動を継続

させ る支援の方向性 と し て ， 老人大学で培われ た 人間関

係の 活用 を示唆 して い る。

　 岡本 （2D   s＞ は，高齢者 の プ ロ ダクテ ィ ブ ・ア ク テ ィ ビ

テ ィ に関連す る 要 因を検討 し て い る 。 プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・

ア ク テ ィ ビ テ ィ とは ， 有償労働 は もち ろ ん の こ と ， 家事

な ど の家庭内無償労働や ボ ラ ン テ ィ アな どの 家庭外で の

無償労働を含め た概念で あ る 。 分析の 結果 ， 有償労働 は

男性 ， 家庭内無償労働 は女性 の 活動回数が 有意 に 多 か っ

た 。家庭外無償労働 に注目す る と ， 男性で は家族形態 と

人間関係を広げる志 向 との 関連が見 られ た の に対 して ，

女性で は IADL の 自立度，親 し い 友人 ・仲 間数 の 多 さの

変数 と関連 が見 られ た 。

　片桐 ・菅原 （2DO7 ） は
， 定年退職 した夫 が社会活動に 参

加する こ と が妻の 主観的幸福感 に 及 ぼす影響 を見 て い る。

調査 の結果 ， 夫の就業の 状況 や 年齢に よ っ て
， 社会 参加

活動 が本人 や妻 に与 え る 影響が異な る こ と を明ら か に し

た 。 例 え ば，60歳代後半の 夫 が就業者の場合は社会活動

に不参加の 方が妻の 生活満足度が 高か っ た の に 対 して ，

夫 が非就業の場合 は ， 夫が社会参加活動 をして い る方が

妻の生活満足 度 が 高 い とい う結果 を得て い る 。
こ こ か ら ，

社会 参加活動 の効果 は夫婦 と い う枠組 み で 捉 え る必要性

が ある こ とを示 唆 して い る 。 文化差は あろ うが，夫 の 社

会参加活動 が 妻 の 主観 的幸福感 に 影響 を与 え る と い う 知

見 は 興味深 い 。

　 そ の 他 ， 社会活動 に限 っ た もの で は な い が ，心理 的 ・

社会的 ・身体的側 面 か ら高齢者 の 類型化 を試 み た研究 と

し て，小川 ・権 藤 ・増 井 ・岩佐 ・河合 ・稲垣 ・長田
・
鈴

木 （2008）があ っ た 。 小 川 ら （2008）は
， 高齢者 に つ い て 心

理 的 ・社会的 ・身体 的側面 の 機能水準に 基 づ い て類型化

を試 み た。心理 的側面 の 指標 と し て 主観 的幸福感 ， うっ
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状態 ， 社会的側面の指標 と し て ソー
シ ャ ル

・
サ ポ ー

ト，

老研式 活動能力 指標 ， 身体 的側面 の 指標 と し て病気 の有

無，握力を用 い た 。 ク ラ ス タ
ー

分析 の 結 果 ， 5 つ の群に

分類 し て い る 。 こ の 中に は，い ずれ の 指標値 も高 い 群 と
，

逆 に い ずれ の指標 値 も低い 群が 見 られ た 。 ま た ， 身体的

側面 の 指標値が 低 い が ，心理的 ・社会的側 面 の 指標値 が

高い 群 と ， そ の 逆を 示 す群 な どが 確認 さ れ て い る。

　社会 参加活動 と表裏の 関係に あ る高齢者の 「閉 じ こ も

り」の 問題 を研究 した もの と して ， 山崎 ・橋本 ・藺牟田 ・

繁田 ・芳賀 ・安村 〔2008） が あ る。山崎 ら （2008） は，都市

部 に 在住する高齢者 を対 象 として，閉 じ こ もりとそ の 関

連要因 を 調査 し た。こ こ で い う閉 じ こ も り と は 「外 出頻

度が週 1 回程度未満」 と定義さ れ て い る 。 調査 の 結果 ，

男女 と もに ，生活体 力指標 の 低 さ，自己効 力感 の 低 さ と

の関連が 認め られた。さ らに 男性 で は，昼間和室 で 過 ご

す ， 寝室 と 玄関が 同
一
借 に な い

， と い っ た 項 月 と の 関連

が見 られた 。 畳 に座 っ た ままの 生 活で ある こ とや ， 玄関

と寝室問に 階段が あ る よ うな ， 移動を制 約す る部 屋 の 位

置関係が 外 出の 「障壁」 と な っ て い る 可能性が 示 唆さ れ

て い る 。

　 また ， 中澤 （20  7）は ， 高齢者の 孤独感 を多角的 に検討

して い る。特 に 自己 を ビ の よう に 捉え て い る か とい っ た

文化的自己観 の 観点か ら， 孤独感を 8 つ に 類型化 し適応

感 と比 較検討 し た 。 調査 の結果 ， 孤 独感 が 高い 群 で あ っ

て も ， 自己 を他者か ら分 離 した独 自 の 実体 と捉 え て い る

自己観を形成 し て い る場合 は，孤独感が低 い 場合 と同様

の 適応感を維持 し て い る こ と ， 逆 に 孤独感が 高 い 群の 中

で も ， 他者 と 互 い に結び つ い た 人間関係 の
一

部 と して 自

己 を捉 え て い る場合 に は ， 他の 類型 に 比 べ 適 応感 が 低 い
，

と い う結果 を 示 し た 。こ れ ら の 結果か ら単 に 孤独感が 高

い 低 い と い う次元 で の み 適応性を検討す る の で は な く，

文化的自己観 の よ う な 別 の観点 を加 えて ，多角 的 に 検討

す る 必要 が示 唆 され て い る。

3 ．介入研究

　 老年期 を対 象 と した研究 の 中 に は ， 病気が原 因 とな っ

て 起 こ る ［異常な加齢」 の 問題 を扱 っ た も の も含 ま れ る。

認知症 に 代表 さ れ る 加齢 の 問題 で あ る。こ こ で は ， 認知

症高齢者 を対象 と し て行わ れ た介入研究 と， 介護状 態 に

対 す る 予防事業 と し て 行 わ れ た 研究 を 中心 に 概観 す る 。

　 工 藤 ・篠田 ・中西 ・野村 ・森 ・新谷 ・曽根 ・芦 田 ・森

田 ・福本 ・宮本 ・原田 ・谷 ・三 木 ・西川 （2007 ） は ， 博物

館 の 協力 の もと，グル
ープ 回想法 を実施 し て そ の 効果 を

検証 し て い る 。 具体的 に は ， 昭和初期 か ら戦後 に か けて

の 生活 用品 を 配置 し た 部屋 を施設 内 に 設置 し て ， そ こ で

ア ル ツ ハ イ マ ー型 認知症高齢者 を対 象 と して，グル
ープ

回想 法 を 試験 的 に 実施 し た 。 回 想 法 の 手続 き と し て ， 対

象者 に と っ て な じみ の 深 い 道具 や物 品 を提 示 して 過去 の

記憶 を想 起 しや す く す る こ と は一般的 に 行わ れ る が ，そ

の 手続 きを博物館 と連携 した もの で ある 。 事前事後評価

の 結果，明確 な効果 に つ い て 確認 す る ま で に は 至 っ て い

な い が ， 地域資源 の 活用 とい う点で 大 変興 味深 い 。

　金 ・黒 田 （2008） は ， 在 E1コ リ ア ン 向け の 特別養護老人

ホ ーム 入居 中で ，中重度 の 認知症 を持 つ バ イ リン ガル の

高齢者 を 対象 と し て ，母 国語 と 日本語 に よ る個人 回想法

を比較検討 した 。 そ の結果 ， 重度 の 認知症高齢者で あ っ

て も， 自然な言語 コ ー ドの 切替 え が 見 ら れ た 。 また ERiC

感情反応評価尺度 を用 い て 観察 した結果 ， 凵本語場面 よ

り，母 国語場面 に お い て 肯 定的感情 の 豊 か さ が 観察 さ れ

て い る 。 そ の他 ， 回想法を 用 い た 研 究で 健康 な成人 を対

象 と して 行 っ た もの に ， 川本 ・榎本 （2u。8） が あ る 。

　奥 ・榎 本 ・石 原 ・小川 ・猪股 ・小幡 （2    8） は ， 介 護予

防事業で介入 研究 を 行 っ て い る 。 理 学療法 士 の 指導 の も

と ， 身近 に あ る道具 を利用 し て
一

人 で 自宅 に お い て ， 実

施可能な運動 を
一

回 20〜30分 ， 週 2 回 6 ヵ 月に わ た っ て

実施 し た 。 そ の結果 ， 身体機能や 老研式活動能 力指標 に

お い て ， 有意な 向上 が確認さ れ た 。 集団 で 行 う運動 に 加

え ， 参加者個別 の ニ ーズ に合わ せ た 個別運動 を取 り入れ

た こ との 効 果 が 推 測 さ れ て い る。統制条件 な どの 設定 は

な い もの の ，高齢者 の 身体機能 の 可 塑性 を窺 わ せ る研究

結果 で あ る。ま た ， 介護 予 防事業関連 と し て は ， 矢冨
・

杉山 ・宮前 く2007）が ， 朿京都老人総合研究所 で 長年 に わ

た っ て 積み 重 ね られ て き た認知症介護予防事業の ま と め

を行 っ て い る 。 地域で 活 用 で き る 予 防プ ロ グ ラ ム の 方向

性 を示 す もの と して ，大変貴重 な研 究 で あ ろ う。

　 そ の他の 研究 として，渡 辺 C2008）は，音楽療法 に 関す

る歴史的背景 ， 理 論的背景に 基づ き ， そ の効果を検証す

る
一

連 の介入研究 の まとめ を行っ て い る。さ らに ， 健常

高齢者を対象 と した研究 と して ，稲谷 （2008）は，高齢者

の ウ ェ ル ビ ーイ ン グ を 高め る た め の 直接的介入 や ， 高齢

者を援助 する側 へ の 支援 を検討 した
一

連 の 研究 の ま と め

を行 っ て い る 。 い ずれ の 研究 も， 実証的な デ
ー

タが 少な

い 中 で 行 わ れ た 貴 重な研 究 で あ る と 思われ る。

おわ りに

　本稿 の 最後 に ， 簡単 な ま と め を試 み た い 。ま と め に あ

た り，まず触れ て お き た い の は鈴木 （2。08）で あ る。鈴木

（2008）は ， 老年期 を含 め た 生涯 発達 の 中で ，認 知機能の 可

塑性 に関す る研究を詳細か っ 的確 に ま と め て い る。シ ア

トル 縦断研究 （Schaie，2005） とバ ル テ ス （Baltes ）ら に よ る

高齢者 の 訓練研究 （Baltes，1987） を軸 に し て ， こ れ ま で の

知能研究を概観 し ， 認 知心 理 学 ・認知科学の視点か ら，

加齢 と 熟達化 の 関係，実践的知識 ・技能 の 獲得，記憶，
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英知の研究を ， その 方法論を含め て詳細に レ ビ ュ
ーした 。

そ の 上 で ， 生涯発達研 究 に お い て ， 「歳 を と る と どうな る

か」 とい う従来の問 い ば か りで な く， 「歳を と る こ とで ，

どうす る か 」 と い う新 しい 枠組み を提起 し て い る 。 加齢

に 対 す る 自己制御 を意図 し ， 「じ ょ うずな加齢 」 を意識

す る研究 は ， 新 し い 生涯発達心 理 学の 出現 を 予 感 さ せ る 。

　
一

方 で ，今年 1年 間 の 成 人期以降 の 研究 を振 り返 り，

印象 を 持 っ た の は ，方法論の 「偏 り」 で あ っ た 。 鈴木

（2008）も述べ て い る よ う に ， 生涯 発達心理学研究で は ， こ

れ ま で 実証的 研究を重 要視 して き た．f発達 を どう捉 え

るか に 関 する議論 は ， それ を い か に デ
ー

タ に よ っ て実証

す る か と い う方法論 の 検討 を つ ね に と も な っ て い た 」 は

ずで あ る 。 今回 レ ビ ュ
ーの対象 と した 論文 ， 研究発表は

80件 ほ どあ っ た が ， ち ょ う ど70％ の 56の研究が 質問紙法

を用 い た研究で あ っ た。質 問紙法 が問題 だ と考 え て い る

わ け で は な い
。 た だ ， こ れ ま で 生 涯発達 心 理 学 の 分野 で

は ，
い か に発達の プ ロ セ ス を実証的データ で 示 すか と い

う こ と に 苦心 して き た。そ の 発達研 究 の 歴史の 中で ， 各

方法論の 長所短 所 も認識 して きた はず で ある。もし こ の

考え方が 正 し い とす る な ら ば ， 特 定の 方法論 に 偏 っ て ，

発達 の あ り方 を示す の は危険な の か もしれ な い 。
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