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老 年期 におけ る 心理社 会 的課 題 の 特 質

Eriksonによる精神 分析 的個体発 達分化
1）

の 図式 第VIII段 階の 再検討

深瀬 　裕子
（広 島大学 大学 院教 育学慨 究科 〉

岡本　祐 子
（広島 大学 大学 院教 育 学研 究科 ）

　本研究 は ．Erikson （1950f1977 ・1980） の 精神分析的個体発達分化 の 図式 Epigenetic　scheme に お い て

空欄 とな っ て い る 老年期 に お け る 8 つ の 心 理社会的課題 を示 し，Erikson，　Erikson，＆ Kivnick （1986／1990）

との 比 較 か ら，日本 に お け る 心 理 社会的課題 の 特質 を検討す る こ とを 目 的 と し た。高齢者 20 名 を対象 に

Erikson　et 　al．と 同様 の 手 続 き に よ る 半 構 造 化 面 接 を 行 っ た。そ の 結 果，8 つ の 心 理 社 会 的 課 題 を 説 明 す

る 肯定的要素 と 否定的要素．お よび 課題 に取 り組む た め の 努力で あ る 中立 的要素が そ れ ぞ れ抽出 され た。

こ れ ら よ り，ag　1皿段階 に お け る 8 つ の 心 理 社会的課題 を 具体的 に示 し た 。 また ，各課題 に 取 り組む際 に ．

戦争体験，家制度，社会の 中で の 高齢者の 地位 とい う 日本独 自の 文化が影響 して い る こ とが示唆 され た 。

以上 の 知見 は 社会参加 に積極的な人 々 に おけ る 心理社会的課題 の 取 り組 み 方を示す もの で あり，特 に 高

齢者 の 心理社会的課題を理解す る ヒで 重要で あ る と考え られ た 。

【キー・ワ
ー

ド】 老年期，心理社会的課題，精神分析的個体発達分化 の 図式，E．H ，　Erikson，

　　　　　　　 統合 対 絶望

問題 と目的

　Erikson（1950〆1977 ・1980） は，人 生 を 8 つ の 発達段

階 に わ け，そ れ ぞ れ の 段階 に顕在化す る 心理社会的課題

を示 し た 。 老年期 の 心理社会的課題 は 自我 の 統合 対 絶

望 で あ る 。 統合 とは 過去，現在，死 を含 め た 自分の 人 生

を再吟味 し納得で き る よ うに折 り合 い を つ け る こ とで あ

る。ま た，絶 望 とは，過 去 ．現在 死 お よ び 自分 の 人 生

を受け入 れ られ な い こ とで ある。

　 こ の よ う に心理社会的課題 は，統合 な どの 肯定 的要

素
21

と，絶望 な どの 否定 的 要 素
2）

の バ ラ ン ス に よ っ て

成 り立 っ て い る。肯定的要素 が 否定的要素 よ りも優位 と

な っ た 状 態 が 適応的 な発 達 で あ り，否定的要素 に 傾 けば

病 理 的 な心 的 状 態 に，肯定 的 要素 と否定 的 要 素が 同 程度

の 力 を 有 して い る 状 態 は病 的 で あ る と 考 え られ る （鑪 ，
1986）。 ま た ，E盛kson （1950f1977 ・1980） は そ れ ぞ れ

の 心理社会的課題が 生 涯 に わ た っ て 続 くこ と を強調 して

い る。つ ま り，高齢者 の 発 達 を 説明す る に は．8 つ の 心

理 社会的課 題 の 老年期 に お け る取 り組 み 方 を示 す 必 要 が

あ る と考え られ る 。

1）「漸成発 達 」と も訳 さ れ て い る v
2） 原 語 は SY」ltOllicと Dystonicで あ る。朝 長

・
朝 長 （玉990） は こ れ

　 ら を 「同調性 」「非 同調性 」 と訳 L たが，鑢 （1986＞ は，心 理 力

　 動的観点か ら 「プ ラ ス の 心 的な力」 と 「マ イナ ス な 心的の 力」 と

　 表 し て い る 。こ れ を踏 ま え ，本稿で は よ り端 的に 「肯定的要 素」
「

否

　 定 的要 素 」 と記 す こ と とした。

　Erikson，　Erikson，＆ Kivnick　（1986f199，　O）　｝ま，　高齢者

を対象 に 面 接調 査 を行 い ，8 つ の 心理社会的課題 に 関す

る様 々 な努力が さ れ て い る こ と を示 し た。Peck （1955）

は 理論 的考察 に よ っ て ，老年期 に 引退 の 危機，身体的

健康 の 危機，死 の 危機 の 3 つ の 心理社会 的課題 と危機

を仮定 した 。 そ の 後 老 年期 の 心 理 社会的課題 に 関す る

研 究 は，続合 の 構成 要素や 課 題 達 成 度 を測定す る 尺 度 の

作成，そ れ ら と心 理 的健康 との 関 連 が 検討 さ れ て い る

（Rosenthal，　Gurne跖 ＆ Moore，1981 ；岡 本 ・山本，工985 ；

Whitbourne，　Zuschユag ，　Elliot，＆ Waterman，1992 ； 中西 ・

佐 方，2001 ；Torges，　Stewart，＆ Duncan ，　2008）。 ま た，

近年 で は 中年期 に 顕在化す る 課題 で あ る 世代性 と統合 の

関連 を 示唆す る 報告 もあ る （McAdams ，
　Aubin

，
＆ Logan

，

1993；James＆ Zarrett，2006）。こ れ らの 研究 の う ち，高

齢者を対象 と して 8 つ の 課題全 て を検討 した研究 は少 な

い （Viney ＆ Tych
，
1985 ；岡本，1997）。　Viney ＆ TYch は，

8 つ の 心理社会的課題 の バ ラ ン ス を捉 える た め，面接 に

よ っ て 得 られ た 語 りを 評定 し．8 つ の 課題全 て に つ い て

パ ーセ ン タ イ ル で 示 す CASPM （Content　Analysis　Scales

of　PsychosoCial　Maturity） を作成 し て い る 。 我 が 国 で は

岡本 （1997）が，高齢者 を対象 に ア イ デ ン テ ィ テ ィ
・
ス

テ イ タス と 8 つ の 心 理 社会 的 課 題 へ の 取 り組 み 方 の 関連

を検討 し，「老年期 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 統合 の ヴ ィ ジ ョ

ン 」 を示 した 。

　さ て ，心 理 社 会的課 題 は 時代や 文化 の 影響 を受け る こ

とが 想定 さ れ た概念 で あ り、Erikson　et　al．（1986／1990）
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Table　1　謝 査 対蒙者 の プ ロ ア イ
ー

ル

対象 者 No ．　 性 年 齢 同居 家族
の

職歴
b）

現 職

ABCDEFGH1JKLMNoPQRST女

女

男

男

女

男

男

女

女

男

男

女

男

男

女

男

女

女

男

男

8682818077777776757574737371706968686665独居

夫 （息 子家 族）

妻

妻

娘

妻

妻 （娘家族）

夫 （息子 家族 ）

独 居

妻

妻

娘

妻

妻 （娘家族）

夫，義 母

妻

夫

夫

妻

妻，息子

専 業主 婦

専 業主 婦

管 理 職一管理 職

金 融 業 （定年 退職 ）一管 理 職

農業，事務職 （パ
ー

ト）

福 祉 職員 一教 員

製造業 （定年退職）
一
管理 職

製造 業 一
調 理 職

農業，事 務 職 （パ ート）

技術 職 （定 年退 職）
一
技 術 職 （嘱託 ）

保安 業 （定 年退 職〉一企業

看 護師 一教 員 （定年退 職）

教 員，自営 業

製造業
一
営業職 一運転手 （定年退職）

一
嘱託

専業主 婦

保安業 一研 究職 （定年退 職）一サービ ス 業 （嘱託 ）

事務職 〔パ
ー

ト）

事務職 （パ ート）

販売職 〔定年退 職）

管理 職 一
教 貝

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

業

職

職

職

職

職

託

職

職

業

職

職

職

営

職

職

託

職

職

職

託

無

無

無

無

無

嘱

無

無

農

無

無

無

自

無

無

嘱

無

無

無

嘱

注．U）

カ ッ コ 内は 近 隣に 住 んで い る家族 を示す。
　

b）
カ ッ コ 内 は雇 用形 態ある い はそ の 職 を定年退職 した こ とを示 す。また ハ イ フ ン は転職 あ る い は退職 に よ り職が変わ っ た こ と

　 　 を示 し，カ ン マ は副職を示 す，

で は，社会情勢 の 影響 や 個人の 人生 背 景からの 考察が行

わ れ て い る。また，こ れ まで の 研究 に お い て ，人種 の 違

い や 欧米と 日本の 文化 に よ っ て 心 理 社会的課題 の 取 り組

む 順番や，そ の 取 り組 み 方 が 異 な る こ とが指摘され て い

る （無藤，1979 ；Ochse ＆ P］ug ，1986）。

　 こ れ らの 知見を踏 まえる と，老年期 の 心理 社会的課題

の 特徴 と して 次の 2 つ が 挙げ られ る。第 1 に，老年期 に

お い て も基本的信頼感 対 基 本的不 信感 か ら 統合 対 絶

望 まで の 8 つ の 心 理 社会的課題 が あ り，そ れ ぞ れ の 課題

に お け る肯 定 的 要 素 と否定的 要 素 の バ ラ ン ス に よ っ て 発

達 が 説明 さ れ る こ と，第 2 に，心 理 社会的課題 に は 文

化 や 時代 が 強 く影響す る た め ，現 在の 日本 の 高齢 者 を 対

象 と した 研究が 求め られ る こ とで ある 。 しか し，既 述 し

た よ うに 老年期 に お ける 8 つ の 心理 社会的謀題 を検討 し

た研究 は ご くわ ずか で あ る （Viney ＆ Tych，19S5 ；岡本，

1997）。また，こ れ ま で の 研究 で は 心理 社会 的 課題 の う

ちの 肯定的側面の み が取 り上 げられて きたた め，肯定的

要素 と否定的要素 の バ ラ ン ス を取 る た め の 努力 は 具体的

に示 さ れ て い な い 。さ らに，現 在 の 日本 の 高齢者を対象

とし，そ の 時代や 文化 を踏 まえた実証的研究 は 行わ れ て

い ない
。

本研究 の 目的

　以 上 よ り本研究 は Erikson　et 　al．（1986／1990） と同様

の 手続 き に よ る 調査 を行 い ，以 ドの 2 点 を検討す る こ と

を H 的 と した。1）老年期に お け る 8 つ の 心 理 杜 会的課

題 の 特質を，主 に 肯定的要素と否定的要素の バ ラ ン ス の

観 点 か ら捉 え，2）Erikson　et　 al．（1986／1990）との 比 較

か ら，日本 に お け る 心理 社会的課 題 の 特徴 につ い て 考察

す る 。 さ ら に こ れ ら を踏 ま え，日本 の 高齢者 に お ける 8

つ の 心 理 社 会 的 課題 を検討す る 。

方 法

調 査対象者

　高齢者大学お よ び 第
一

著者 の 知人を通 じ，65 −86 歳の

在 宅 で 生 活 を営 む 高齢者 20 名 （男性 11名，女性 9 名。

平 均 年齢 74，15歳） を調 査 対象者 と した （ユゑble　l）。

手続き

　個別 の 半構造化面接 を 実施 した 。 調査時 間 は 120 分

一300 分 で，1−5 回 に 分 けて 実施 し た。面 接 は対 象者 が

指定す る 場所 （人学 の 調査室，対象者 の 自宅．喫茶店，
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公共施設の 会議室）で 実施 した。調査開始前 に 面接承諾

書 に 署名 を 求め ，録音や 結果 の 公表 に つ い て の 同意 を得

た 上 で ，内容 を すべ て 録音 した。まず年齢，生 年月 日，

同 居
・
別居家族 と生 活 歴 に つ い て 聴取 し た （Edkson 　e し

ul．，198611990 の 面 接 1 に あ た る ）。そ の 後，「ど う感 じ

て い る の か に つ い て，ご 自由に お 答 え くだ さ い 」と教示

し，適宜 Erikson　 et 　 al．か ら抜き出 した 8 つ の 心 理 社会

的課題 に 関す る質間を した （Erikson　et 　al，の面接 2 に あ

た る ）。 ただ し，Erikson　et　al．は 質問内容を明記 して い

ない た め．質問内容が記述 して あ る箇所 や，報告者 の 語

りか ら質問 を推測 し，記述 して あ る 内容 を最大限反映 さ

せ て 質問項 目 を抽 出 した。心 理 社会的課題 に 関す る 質問

項 目 は Appendix　1 と し て 添 付 し た。な お，本 調 査 は 広

島大学 大 学 院教 育学 研 究科倫 理 審査委員会 に よっ て 承 認

され．た。

分 析方 法

　分析 は 以 下 の 手順 で 行 っ た 。  逐語記録 か ら，現 在 に

つ い て ，あ る い は現在 と比 べ た過去 に つ い て ，心理的意

味 を 含む 語 りを文章単位 （1−5 文程度）で 抜き出 した （語

りの 総数 267 個）。  Erikson　et 　al．（1986／1990），鑪 （1986）

を参考 に 各段 階 の 特徴 を 記 述 した 評 定 マ ニ
ュ ア ル を作 成

し （Appendix　2），こ の マ ニ ュ ア ル に従 っ て   で抜 き 出

し た 語 りを Eriksonの 8 つ の 段階 に 分 類 した。  岡 本 ・

山本 （1985）を参考 に，各段階に 分類された語 りを課題

に よ く取 り組 ん で い る 肯定的要素，課題 に取 り組 ん で い

な い ，ある い は 課題 に 否定的な取 り組 み を し て い る 否定

的 要素，お よ び，い ず れ に も分類 さ れ な い が 心 理 的意味

を含 ん で い た り，肯 定 的 要 素 と否 定 的 要 素 の 両 方 の 意 味

を 含 む 中立 的 要 素 に分 類 した。  各要 素 の 中 で 同 様 の 意

味内容と考え られ る語 りを グ ル ーピ ン グ し，〈カ テ ゴ リ〉

と し た e 最終 的 に 各段 階 に 5−10 カ テ ゴ リ，合計 57 カ

テ ゴ リが 生成 された。 以上，語 りの 分類 に 関す る分析 は，

臨床心理学を専攻す る 大学院生 3 名 〔うち 1 名 は 第
一

著

者） で 行 っ た。

　信頼性 を検討 す る た め，評定マ ニ ュ ア ル を基 に，臨床

心理 学 を 専攻す る 大 学 院 生 1 名が 評 定 を行 っ た 結 果，段

階の
一一

致率 は 83．15 ％，〈カ テ ゴ リ 〉 の
一

致率 は 85，59％

で あ っ た。な お 分類 が一
致 し な い 場合 は，分析者 3 名 と

評定者 1 名で 協議の 上，分類 を決 定した。

結果 と考察

　分 析 の 結 果，老年期 に お け る 8 つ の 心 理 社会的 課題 を

説 明 す る 要 素 が 示 さ れ た （Table　2）。ま ず こ れ らの 要 素

の 定義 につ い て 検討 し，次 に 段階 ご と に特徴 を述 べ ，日

米 の 比 較 を行 っ た 上 で t 日 本 の 高齢者 の 8 つ の 心 理 社会

的 課 題 を示 す。

各要素の 定義

　す べ て の 段 階に お い て 財定的要 素，否定的要素お よ び

中立的要素が示され た。肯定的要素 は 課題 に よ く取 り組

み ，肯定的 な 発達 に 向か っ て い る こ と を 示 し，否 定 的

要素 は 課題 に 取 り組 む こ と が で きず に い る 様態 を示 し

て い る。肯定 的 要素 と否定的要素 は そ れ ぞ れ 精神分析

的 個 体発 達 分 化 の 図 式 に お け る 第皿 段 階 の 対 概 念 で あ

る。で は肯定 的要素 と否定的要素の 両方 の 意味 を含 む 中

立 的 要素は どの よ うな様態 な の で あ ろ うか。Erikson　 et

al．（1986／1990＞ は，本研究 で 得 られ た中立的要素と 同

様 の 語 りを 「自分 を信頼 で きる全体 として とらえら れ る

生 涯続 い た 感覚 と，それ に相対 して 荒涼 と した 分裂 と

し て と ら え る 感覚 と の 間 の バ ラ ン ス を 保 つ た め に，以

前 の 課題 を う ま くま とめ よ う と し て ，各個人 は どの よ

うに 奮闘 して い る の か 」（p．58）で あ る と して い る。こ れ

を踏 ま える と，本研 究 で 示 され た 中立 的 要 素 は Erikson　et

al．（1986／1990） の 示 し た 各 心 理 社 会 的 課 題 の バ ラ ン ス

を得 る た め の 奮闘で あ り，肯定的 要 素 と否 定 的 要 素 の バ

ラ ン ス を と る た め の 努力で ある と推察 され る。以 下 で は，

こ の 仮説 を踏まえ Table　2 に まとめ た結果に つ い て 論ず る 。

第皿 段階の 特質

　 第 冊 段 階 は こ れ ま で の 人 生 と，自分 の 死 へ の 意味づ

け と い う 2 つ の テ
ー

マ か ら構 成 さ れ て い た。Erikson　et

a1．（1986／1990）は 第1皿段階 の 特徴 と し て 過去，現在，

未来の 統合を示 して い る 。 本研究 で は こ の うち，過去 と

現在の 統合 が こ れまで の 人生 へ の 意味 づ け．未来の 統合

が自分 の 死 へ の 意味づ け と して 分類 された。また．肯定

的要素 を構成す る カ テ ゴ リで あ る 〈人生 に 納得〉 に 後悔

の 気持 ち が 含 ま れ て い る こ とが 特徴 で あ っ た 。 先行研究

で は，老 年期 の 統 合 は 「今 ま で の 私 の 人 生 は大 変 意 義深

い 価 値 あ る も の だ っ た 」 （岡 本 ，1997）や ，「私 の こ れ

ま で の 人 生 は か けが えの な い も の だ と思 う」 （中西
・
佐

方，2001）な ど，否定的側面 が含 ま れ な い 項 目 に よ る 測

定が 主 で あ っ た 。 しか しそ もそも統合 とは，過去を評価

し，葛藤 を解決 し，過去を統合す る 試 み で あ る （山 口，

2000）。 すなわ ち，統合 とは 後悔 の あ る 人生 を どの よう

に 捉 え るか で 示 され る もの で あ り，本研究 の よ うに 後悔

の 気 持 ち が 含 まれ て い る こ と は，む し ろ妥当で あ る と考

え られ る 。

　 第粗 段階 の 日米比較 　Erikson　et 　al．（1986／1990）の 「人

生 を 引 き受ける 」 が ほ ぼ す べ て の 対象者 に 認 め ら れ た 。

園想研 究 で は，語 り直 した り想 起 す る 度 に ，過 去 が 肯定

的 に 捉 え直 さ れ る こ とが 示 さ れ て い る （Butler，1963）。

本研 究 と Erikson　et　al．の 示 し た 第 田 段階 の 課 題 へ の 取

り組 み の 様 態 が ほ ぼ一致 した こ と も，こ れ に よ っ て 説明

で き，老 年期 にお け る，時 代 や 文 化 に寄 らな い 特 質 で あ

る と考え ら れ る 。

　 第皿 段 階 の 心 理 社 会 的 課題 　否定的要 素に 死 を恐 れ る

様態で は な く，〈死 を 否認〉が 現れ た こ と，遇去
・
現在

・

未来の 人 生 に 絶望 す る とい うよ り，人生 の 後悔 に 固 執す
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Table　2 老鰐 の 心 理 社会酌黼 に 脚 ブ
ー
る カ テ ゴ ワお よ び 語 クの 例

段 階 要素
・〉 　 〈カ テ ゴ リ〉

人数 ；対象者 No，
カ テ ゴ リの 説明 語 りの 例 （対 象者 No．）

　　 〈人 生 に納 得＞

N ；7 ；A，D ，耳J，　M ，0，　P
人生 に，後悔 を 含 め て 納 得 し

て い る 。
「入間 っ て

“
これ で 満足

”
っ て こ とは ない と 思 うけ ど，ま

あ まあ こ の 人生 で よ か っ たん じ ゃ ない か と思 う。」 （A ）

Pos．
＜死 を考 え る ＞

N ＝4 ；B，J，L，Q
死 に 方 を 具体 的 に考 え て い る。

「死 ぬ こ と は い つ も考 え る よ。目 に見 え て る か ら，死 に 方

を 考 え る の 〔笑）な るべ くコ ロ っ と死 に た い っ て い うの と，
寝 た切 りに な りた くない っ て い うの がす ご くあ る。」 （L）

Neu．

　 　 　〈死 を意識 〉

ハ
「＝7 ；A，B，H ，1，RQ ，R

死 ぬ ま で の 問，楽 し く穏 や か

に 過 ご した い と思 っ て い る。

「あ と 10 年。あ と 10 年楽 し く過 ごせ れ ば い い ．子 ど も

もそ れ な りに
一人前 に な っ て る し，後 は 自分 た ちが 健康

で，した い こ とを して，楽し けれ ばい い か な っ て。」 （P）
第
皿

段
階

（過 去 を切 り離す＞

　 1V＝1 ；E
不幸 な過去 を，現在 と切 り離 す。

「今 は 幸 せ な生 活 だ し。人 間 早 く切 り替 え ない と，い つ

まで も昔 の こ とを思 っ て て も し ょ うが ない 。」 （E）

　 ＜死 を 否 認＞

N ＝4 ；A，C，E，M
自分 の 死 を 考 え な い 。

「将来 は ク エ ス チ ョ ン で す。あ ま り考 え な い よ うに し て

い ます。」 （A）

Neg．
＜入生 に後 悔 ＞

N ＝4 電 ，EH ，L

自分 の 力で は ど うし よ う もで

きな か っ た 人 生の 後悔 があ り，
そ れ に 固執 して い る 。

こ れ まで の 人 生 「あ ん ま り満 足 し て ない 。 経済 的 な理 由

が あ っ て ，自分 の した い 時 に した い こ と が で きな か っ

た っ て 言 うの が あ ります ね。もし今 の 世 の 中 に 生 まれ て

た ら色 ん なこ と したか っ ただ ろ うな っ て。」（L）

（
一

歩引 い て か か わ る〉

」V ＝9 ；A，C，　D ，　E ，J，K ，
　 　 　 M 口N ，P

子 ど もや 孫 に，距 離 を置 い て

か か わ ろ う とす る。特 に 孫 の

世 話 は 「親の 役 目」 と 考 えて

い る。そ れ で も，子 ・孫 と の

関係は 持ち 続 けて い る。

「孫 の 教 育 方針 に も口 出 し し ま せ ん。育 っ て い く子 は 親

の 責任で す か ら。口 出 し して は い け な い と。で も い い 事
だ け は 褒め て や りま す 。」 （C）

Pos，
　 　（役 割逆 転 ＞

2V＝5 ；E，G ，1，L，M
子 ど もに 世 話 さ れ る こ と を 引

き受け る 。

子 どもた ち は い つ も私 に 文 句 を言 う。私 。割 と考 え な い

で ぱ っ と行動 しち ゃ うか ら、それ を心 配 して る の 。 私 は

あ ま り反発 しない 。 （L）

　　 〈育児 に 満足 〉
ヱV＝6 ；qD ，

1
，
L

，
M

，RQ

自分 の 育 児 体 験 に 満足 し て い

る。あ る い は，自分 が 世 話 し

た もの の 成長 に満 足 して い る。

「娘 は 『お 母 さ ん 大 変 だ っ た ね 。百 姓 し な が ら 3 人 も大

学 に行 か せ て ，よ くや っ た わ っ て 思 うよ』 っ て 言 い ます。」
（L）

（次世代の 幸せ ＞
N ＝3 ；E ，K ，0

自分 よ り，子 ・孫 な ど 次 世 代

の 幸 せ を 願 う。
将来は 「子 ど もた ちの 幸せ を願 い ます ね。」（0 ）

Neu．

　 ＜懴 話役割の 維持 ＞

N ＝7 ；D ，EN ，O，RS ，T
子 ・孫 を 世 話 す る 役 割 を 維 持

して い る 。

「孫 に．悪 い こ ととか，しち ゃ い け な い こ とは ち らち ら っ と

言 っ て ます ね 。 その 方 が効 果が ある みた い で ね 。 細 か く言

うよ りは 。 親 の 言 うこ とは聞か な くて も，結構 お 祖 父 ちゃ

んお祖 母 ちゃ ん の 言 うこ とは 聞い て くれる み たい で す。」（P）
第
W
段
階

　 （世 話 を遠 慮＞
N 耳5 ；HJ

，
　L， 0，

　P
子 ど も に 世 話 さ れ る こ と を，
子 ど もの た め に遠慮 す る。

「や っ ぱ り子 ど も に 面 倒 は か け ら れ な い っ て い うの が あ

る 。 寝 た き りにな っ て 介 護 はや っ ぱ り大 変 だか らね。」（L）

〈継承 を 再考 ＞

N 耨3 ；B ，G ，R

継承 で きな い こ と を，再 考 し

た り捉 え な お し た りし て ，納

得 しよう と して い る 。

「子 ど も が い な い か ら，跡継 の こ と ね。や っ ぱ りい ない

よ りい た ほ うが い い よ ね っ て 。」 （R ）

（次 世代 との 隔 た り＞
N ＝5 ；A ，H ，J，N ，0

自分 の 経験 や 思 い が ，他 の 世

代 に 分 か ら れ な い だ ろ う と い

う思 い 。

孫 の 大学 進 学 に つ い て 「今 の 人 は 誰で も努力 す れ ば 大 学

に行 ける っ て 酋 う気 を 持 っ て る と思 うけ ど，私 た ちの 時

代 か ら す れ ば，そ うと う勉 強 が 出来 な い と奨 学 金 なん て

も らえない っ て 言 う時代で したか らね。」  

Neg，
　＜育 児に 後 悔＞

N ＝4 ；E ，H ，0，T
育 児 に後 悔 が 残 っ て い る 。

「子 育 て の 時 に，ち ょ っ とわ が ま ま に 育 て て しま っ た か

な と か，もっ と 強 く育 て て お けば よ か っ た な っ て 思 う よ

うな と こ ろ もあ ります し。」 （E ）

＜役 割逆 転 を 拒否 ＞
N ＝5 ；B ，J，K ，L，S

予 ど も に 世 話 さ れ る こ と を 拒

否 ・否 認す る。

将 来，介 護 さ れ る こ と に つ い て 「あ ま り世 話 に な りた く

な い よ。出 來 る だ け世 話 に な ら な い よ うな 生 活 を し て い

きた い 。親は 親 子 ど も は 子 ど も っ て 思 っ て る か ら，親

が だ め に な っ た か ら子 ど も に面 倒 をみ て も ら う っ て い う

考 え は あ ま りな い 。」 （S＞

　 （相互 補助＞
N ＝4 ；B ，E ，G，S

配偶者や 友 人 と助 け合っ て 来
た とい う，相互 補助の 感覚。

夫とは 「お互 い に ち ょ うどい い 感 じ。昔 か らそ う言 う感

じ。2 人 を足 して ち ょ うどい い 。」（B ）第
W
段
階

Pos
　 〈心 を許 せ る 〉

」V ＝4 ；B，E，K ，Q
こ の 相 手 に な らす べ て を さ ら

け 出せ る とい う感覚 、

「色 ん なこ と を話 で きる か ら．友 達 っ て い うの は い い ね っ

て つ くづ く思 う。友 達 は，何 で も話 が で きて ，信 頼 も し

て る し。親 戚 に で きな い こ とも話せ る。」 （E）
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　 　 　 ＜支 えられ＞

N ；7 ；A，C，　L，　M ，　N，耳T
相 手 が 自分 を 一番 理 解 し て く

れ，支 え られ て い る とい う感覚。
「自分 の 一．・番 の 支 え に な っ て る の は，家 族，特 に 妹 との

関係 か しらね。同 じ時代 に 同 じ家 で 育 っ て る か ら。」 （L）
Pos．

　 　 ＜蓉敬 ＞

N ＝4 ；B，ER ，0
相手 を尊敬 して い る。

「妻 が い つ の 間 に かわ しを鞭 うちよ る ん よ。『今 の うち に し

たい こ とはせ に ゃ 』 っ て，「そ りゃ そ うよ ね」 っ て。あれ だ

けは 関心す るん よね。それ が 愛情か な っ て 思 うん よね。」（F）

〈一定 の 距離 を置 く＞

　 ／＞三3 ； HJ ，　R
関 係 を続 け る た め に，一定 の

距離 を置 こ う とす る。

友達 とは 「心 か らの 付 き合 い とい うこ とはな い よね。親

し き仲 に も礼 儀 あ りっ て い うこ とで ね。い くら友 達 で も，
あ る程 度 の 距離 を置 か な い と い け な い の よね。」 （1）

〈新 しい 関係 を築 く＞
N ＝5 ；E ，L，N ，0，R

現在 も関 係 を広 げ よ うとする。
「歓 迎 会 とか送 別会 は，全 然 知 ら ない 先 生 の で も行 っ た

りす る。私 は ヒ マ だか らね。み ん な遠 慮 ない で す し，私

も人見 知 りし な い か ら ぱ っ と知 り合 い に な る し。」 （L）
第
W
段

階

Neu．
　〈同 じ レベ ル ＞
N 纈4 ；C，H ，R ，T

同 じ レ ベ ル あ る い は 同 じ 価値

観の 相 手 と 関係 を 持 ちた い と

い う感覚。

仲の い い 人 は 「話 が 合 うの よ ね，私 の 年齢 も主入 の 年齢

も，子 ど もの 年齢 も近 い か らね 。あ ま りか け離れ て る と，
話が ち ょ っ と違うで し ょ う。 亅（H）

　 〈変化に 折 り合 う＞

N ＝8 ；B
，D ，E ，EG，HJ ，

　 　 　 　 　 0

亡 く な っ た り，衰 退 し た り，
変 化 した 相 手 と の 関係 を受 け

入れ る 。

「友 人が 亡 くな っ て も，不 思 議 に．ね ，あ ん ま り悲 し い とか

い うこ とは な くて，厂あ あそ うか，つ い に 亡 くな っ た か 』 っ

て 言 うぐらい の こ と 。 『そ う よね，み ん な
一

病息 災 よ ね，
無病 息 災い うの はな い よね』 っ て。」 （F）

Neg．

　 　（独 立独歩 ＞

N ＝5 ； E，G，J，L，Q
誰 かに頼 りた くない とい う感覚 。

「お 互 い に，同 じ趣 味 で 分 か らな い こ と が あ っ た ら 相 談

をす る よ うな仲 間で す ね 。 自分 の 悩 み を聞 い た り話 した

りは しない で す ね 。 話 して も分 か らな い んだ か ら とい う。
だ か ら割 と独 立独 歩 で す ね。」 （J）

　 （寂 しさを感 じる ＞

N ＝7 ；B，耳J，K ，　L，0，　S
関係 が な くな っ た こ と に ，寂

しさを感 じて い る。
「友 達の 葬式 に は何 度 か行 っ た ね。最近 に な っ た ら ，同 じ よ

うな年代 の 友達 が亡 くなると，侘 しさを感 じる よね。」 〔K＞

Pos，
＜自己感覚 の 維持 ＞

N ＝5 ；EN ，0，RT
自分 ら しさを，ず っ と持 ち続 け

て い る とい う感覚。

「小 さい 頃 か ら 内気 だ とか 陰気 だ とか 。 目は 自分 の 方 に

向 い て ま した か ら．今で もそ うで す ，内向 的 な と こ ろ は

あ りますか ら。外 に 向か っ て 発信 す る よ りは ，自分 で 考
え る とか い う方が ある か ら。」（T）

＜高齢者 の モ デ ル ＞

N 茗3 ；B，M ，P
高 齢 者 の モ デ ル ・生 きる モ デ

ル を 持 っ て い る。

「杖 つ い て，腰 の 曲 が っ た お 婆 さん と か。足 を引 きず っ

た お 爺 さ ん な ん か も （旅行 に ）行 っ て る の よ。あ ん な 方
が ま だ い る と思 っ た ら，私 も頑 張ら ない と と 思 うわ 。」（B）

（生 きる 日的＞
N 斎3 ；1，N ，T

こ れ か ら先 の 生 きる 目的 を持 っ

て い る。
料理 を勉強 して い る の は 「将 来必 要 に な るか も しれ な い

か ら っ て い うの は あ り ます ね。」 （N）

第
V
段
階

Neu，

＜自分 ら し さ の 確認＞

　 N ＝2 ；H，T
自分 ら し さ の 確認を，親か ら

受け継い だ もの で 確認する。

「ア イデ ア を形 に して い く とい う こ とが 出 来 る 力 を持 っ

て い る とい うこ とが私の 私 らしい と こ ろ。こ の 原点，絵
を猫 くこ とは私の 父 親が 好 きだ っ た ら しい 。 そ れ か ら愛

情 に 包 ん で 肯 定感 を与 える とい うの は 母 親が 果 た して く

れ た こ と。」 （T ）

　　　＜取 り戻す＞
N ≡7 ；G ，1，L，　M ，0，碧 R

過去に や り残 した こ とを，今，
して い る 。

「や っ ぱ り小 さ い 時 に で きな か っ た ピア ノ は 今 して ます

ね ，、」（L ）

＜後悔 を再 考＞
N ＝3 ；C，1，P

や り残 した こ と，後悔 を再 考

して ，納得 し よ う と し て い る。

「貧 乏 で あ る が ゆ え に．ど れ だ け情 け な い 思 い を し た こ

と が あ る か。で も，だ か ら今 駄 目 だ っ て い う気持 ち は
一

切 持 っ て ませ ん ρ そ の 時 点 で は もの す ご く悔 しい 思い を

させ ら れ ま し た け ど、決 し て 負け る か と い う気 持 ち もあ

りま した しね。」 （C）

＜過去 に 納 得で きず＞

N ＝5 ；H ，K，L，N ，R
過 去 の 自分 の お こ な い に，納

得で きない ．
「今 考 え て み る と，金 使 う こ と は した け ど，本 当の 努 力

は し て な か っ た な と思 う。」（N）
Neg．

〈生 きる 目的 の 喪 失＞

　 　 N ＝1 ； E
生活 に 日的が な）  

「こ の 歳 に な っ た ら，も うあ れ を した い とか っ て い う希

望 は あ ま りない で す ね。」 （E）

　　＜喜 び ・楽 しさ ＞
N ＝7 ；E，EG ，J，K，L、S

活動 自体，あ る い は 解 決 の プ

ロ セ ス に 喜びや 楽 し さが あ る 。

「園芸 は や っ ぱ り手 を 入 れ た だ け ね，愛 着 を 感 じ る ん で

す よ 。 だ か ら好 きなん で す 。」 （F ｝

第
W
段
階

rbs
〈す がす が しさ＞

N ＝3 ；H ，K，R
そ の 活 勸 をす る こ とで ，気 持

ちが すが すが し くな る。
「歩 くと気 分が す ご くす っ き りす る の 。」 （H）

Neu 　＜上 達 ・成 長 ＞

N ＝4 ；G ，
H

，K ，L
活 動 に お い て ，上 達 や 成 長 を

目指 して い る。

「こ うい う活 動 は，自分 の 価 値 を 高 め た い っ て い うの が

あ る よね。明 日死 ぬ か も しれ ない っ て い うの が あ っ て も，
今 目い ろ ん な事 を学 ん で お きた い っ て い う。」 （G）
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第
W
段
階

Neu．
億 味づ け を変 える＞
N ＝5 ；E ，G，K ，L，P

活動 目標 を 高い もの で は な く，
納 得の い くもの ．とい う様に

意 味づ け し，劣 等感を 抱か な

い よ うに す る。

「活動に 息詰 ま る こ とは あ っ た と思 うん だ け ど，い い 方
に 考える か ら，あ ま りそ うは 思わ な くて ， だか ら続け ら

れ る ん だ と思 う。」 （L）

Neg．
〈あ きらめ る＞

1V；3 ；E，K ，Q
活 動 に劣 等感 を持 ち，そ の 活

動 をや め る。
「パ ソ コ ン は ち ょ っ とや っ て み た け ど，お手．ヒげ で した 。」

（Q）

Pos．　　　 （挑 戦 ＞
N ＝7 ；D ，G ，1，J，N ，RS

新 し い 活 動 ・物 事 に 挑 戦 す る

気 持 ち。

「私 の 学 生 時代 の 学問 か ら は 大 分 発 達 し て る し，そ うい

うも の に 取 り残 さ れ な い よ うに，新 しい 話 は 聞 い て い き

たい と思 い ます よね。」 （G）

　（責任 を持つ ＞

N ＝4 ；C，耳MT

そ の 活動 は 自分 で な い と 出来

ない とい う感覚 や，責任 を持 っ

て い る。

「今や っ て い る 仕事 に つ い て ，か っ こ よ く言 えば 使 命 を

感 じて い る とい うこ とで す か ね。」 （T）

第
皿

段
階

Neu ， 〈社会 へ の 恩 返 し＞

N ＝3 ；A，G，P
社 会 に 恩 返 しす る 目的 を持 っ

て い る。

「ボ ラ ン テ ィ ア は 自分 が 出 来 る こ とだ っ た らや ろ う と い

うこ とで，お 【ll：話 に な りっ ぱ な しだ か ら，恩 返 し も して

お こ うと思 っ て。」 （P）

＜衰 退 を意 識＞

N ＝2 ；1，R
活動 が で きな くな る こ と を意

識 しな が ら．活動 を続 け る。
「旅 行 が す ご く好 きで ，こ れ か ら年 取 っ た ら だ ん だ ん 行

けな くなる か ら，今元気 な うち に 旅行 に 行 くん で す。」（R）

Neg ．

　 　〈現状 維持 ＞

1＞犀5 ；A，E，K ，L，0

活 動 に 目標 は な く，現状 を維

持 す る こ とで 精 い っ ぱ い と感

じて い る。

「前は，庭 に して も，あれ を こ うして ，今 度 は こ こ に あ

れ を植 え て っ て 考 え て たけ ど，今 は 現 在 の 生活 を守 りぬ

くっ て こ と しか考 え られ な い 。」 （0）

く活 動 に 巨的な い

　 N ＝2 ；D，E
活 動 に積 極 的 な 目的 が ない 。 趣 味 は 「暇 を な くし て くれ る の が

．．一番 い い よ ね。」 （D）

Pos，
　 ＜内 的 ・外 的 白律 ＞

2V冨13 ；A，B，EG ，H ，1，J，
　 　 K ，L，M ，RQ ，R

内 的 ・外 的 な変 化 が あ りな が

ら，そ れ らに 負 け ない よ う に

努 力 ・
工 夫 す る、，

「デ パ ートに 行 くの も好 きだ し，バ ーゲ ン に 行 くの も好

きだ し。そ う して 自分 を励 ま して るの よ。自分 を元気 に

す るた め に して る の 。」 （B）

（体力 の 衰 え を否 認 ＞

　 1V＝3 ；E，K ，P
体力 の 衰 え を否 認す る。

活動 を こ れ か ら先 もや っ て い け る 自信 は 「100 ％ あ りま

す。」 （P）

第
H
段
階

Neu．
　 〈範 囲 の 限定 ＞

N ＝5 ：D 。EH ，L，P

コ ン トロ ール す る範 闇 を変 え

た り，縮 小 さ せ て，活 動 を続

け よ う とす る。

「卩が 悪 くな っ て，手 芸 とか は今 はで きな くて。で も歩

くこ とは 出来 る か ら，毎朝 1 時間 くら い や っ て。」 （H ）

Neg．

　 ＜変化 に抗 えない ＞

N 嵩12 ；A，D，E，　G，J，1，
　 K，L，M ，N，0，Q

年 を とる とい う変 化 に 勝 て な

い とい う思 い が 強 い 。
「もの を覚 え ら れ ない っ て い うの が癪 に 障 る よね，，記憶

が ね。や っ ぱ り年齢 に は勝 て な い な っ て。」 （0）

（外 的理 由〉

ハ厂＝2 ；KP
外 的 な 事 象 を 機 会 に ，そ の 活

動 をや め る。
仕 事 は 「今 行 っ て る と こ ろ が 移 転す る み た い で ，そ の 時

を境 に辞め よ うか な っ て。」（K）

POs．

＜神や 運 命 に 感謝 ＞

N 國4 ；耳1，0，T
神 や 運 命 とい っ た、絶 対 的 な

もの に 感謝 す る。

人生 が う ま くい っ て る の は 「過 去 の 家族 が 早 く亡 くな っ

た り とい うこ とを ど こ か で 埋 め 合 わ せ し て くれ て い る ん

だろ う と思 うん で す。神様か 誰 か が 。」 （T＞

襯 へ の 感謝 ，安 心＞

N ；4 ；H ，1，K，T
親的 人物 へ の 感 謝の 気 持 ち。

兄弟 が多 い の に 「育 て 上 げて くれ た っ て い う こ と に対 し

て，親 に は本当 に 感謝 して ます。」 （H）

＜後 晦 を伴 う感 謝＞

1V＝4 ；1，N，0，T

親 に 対 す る 自分 の 言動 に 後 悔

が ある が，そ の 背景 に は，親
へ の 感謝が 含まれ て い る。

「お 姑 さん に は何 度 も 『あ りが と うご ざい ます，す み ま

せ ん 』 っ て 言 っ た け ど，あれ を 自分 の 親に 1 回 で もい い

か ら言 えば よか っ た。」（D

第
−

段
階

Neu．
＜不 信 か ら感謝 に＞

　 N ≡2 ；0，T

以 前 は 親 に 不 信 感 を持 っ て い

た が，そ れ が 現 在 は 感 謝 に 変

わ っ て い る，、

「私の 不幸 は親が亡 くな っ た こ と と．長男が 亡 くな っ たこ と。
だけ どそれ も後 に なっ て振 り返 っ て み た ら，そ れ を逆手 に

取って 生 きて きたって い う。そ うい う不幸は あったけ れ ど

も基 本的 に は愛 晴に恵 まれ て前向 きに 生 きて きて い る。」（T）

〈一部 に信 頼＞

N ＝2 ；G，M
限 定 さ れ た 世 界 に 信 頼 感 を

持 っ て い る、，

ギ色 々 行 っ て み て ．や っ ぱ り 日本 が
一・
番 い い な っ て 。 飛

行機 か ら見 る と外 国 の 山は み ん な灰 色 な ん で す よ ね。目

本 に 帰 っ て きて 初 め て 緑色 の 山が 見 え る 。」 （G ）

〈社 会 に 対す る不信 〉
」V ＝4 ；B ，H 。1，R

社 会 に 不信 感 を持 っ て い る 。 「今の 時代 は何 か に つ け て 問題が あ る で し ょ う。」 （H ）

Neg，
〈両 親に不 信＞
N ＝1 ；L

両親に 不信感を持 っ て い る。
「今 両 親の こ とを思 うと，もうち ょ っ と ちゃ ん と道 を作 っ

て くれ た ら よ か っ た な っ て 思 う よ うな とこ ろ は あ る の

よ。」 （L）

注．s〕　Pos．は肯 定 的要素，　 Neu ．は 中立 的要 素，　 Neg．は否 定 的 要素 の 略 で あ る。
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る 様態 （〈人 生 に 後悔〉）が 見出 さ れ た こ とか ら，否定的

要素 は Erikson　et 　a1．（1986／1990） と異なり，統合 対 否

認
・
後悔 で あ る と考 え られ る。

eew［段階の 特質

　第 耀段 階 は．子 ど もや 孫 へ の か か わ りが
一

歩 引 い た も

の に な っ た り，世 話 され る立場 に なる とい っ た 世話役割

の 変化 が 主要 な テ
ー

マ で あっ た 。 新木 （2005） は，高齢

患者 と看護実習生 の かか わりか ら，祖父母的世代性の 発

揮 に は ，高齢者 が 相乎の 役 に 立 つ 感覚が 重要 で あ る と指

摘 して い る 。 本研究で は 新木の 指摘す る 助 ける 役割 の 維

持 （〈世話役割 の 維持）な ど） に 加 え，育児体験 へ の 満

足感 （〈育児 に 満足〉 な ど） も 鬨連 して い る こ と が 示 唆

され た 。
こ れ ら よ り，世話役割 の 逆転や そ れ に よ る現在

の 世話行動に は，過去 の 青児な どの 世話行動 へ の 満足 感

が 関 連 して い る もの と考え ら れ た。また，自身の 経験 や

上 の 世代か ら継承し たもの を次 の 世代 に残 そうとす る 様

態 や （〈継承 を再考〉など），情緒的な世話 の 感覚 も見 出

され た （〈次世代 の 幸せ 〉）。 こ れ ら は，自己の 死 を 見据え，

自分が この 世 に 生 き た証 と して 最後 に行 う世話 で あ る と

考 え られ，老年期 に お け る 第皿 段階の 心 理 社 会的課 題 に

は，自己 の 死 が 強 く関 連 し て い る こ とが 示唆 され た。

　 第 可 段 階 の 日米 比 較 　Erikson　et 　 al．（1986／1990） は，

次 世 代 の 世 代性 の 強化 の た め に，世話 さ れ る 役割 を引 き

受け る こ と を第冊段 階 の テーマ と し て 指 摘 した。しか し

本 研究 で は，次世 代 の 世 代性 の 強化 の た め に 世話 され る

立場を引 き受け る様態の 他 に ，子 ど もの こ と を配慮 して

世話 され ない こ と を選択す る 様態 が 見出 され た （〈世話

を遠 慮〉）。ア メ リカ で は成 人 す る と子 ど もは家 を 出 て 独

立 し，以 来 両 親 が年老 い て も同居 をす る 例 は ご くま れ で

あ る （秋 山，1992＞。一
方，日本 で は家 族 が 老親 を 介護

する こ とが 多 く，本研究 の 調査対象者 も半数 以 上 が そ の

経験 を有 して い た。すなわち，中年期 に親 の 介護を経験

した 対象者 は，自ら の 介護経験 の 大変 さ を子 ど もた ちに

背負わせ た くな い 思 い が 強い と考え られ る。加 え て ，現

在 自分が 自由に 社 会 活動 に 参加 し て い る こ とか ら，子 ど

もた ち に も 自分 と同 じ よ うな 自由 な 生 活 を させ た い とい

う思 い も背景 に あ る と考 え ら れ る。

　 第va段階 の 心 理社会的課題 　肯定 的 要素 は Erikson　et

al．（1986f1990） と 同様 に，次世代 の 成長 を 見 て 自身 の

育児 に 満足 し，そ れ に よ っ て 親役割 に 区切 りが つ け られ，

若 い 世代 の た め に祖父母 と して
一

歩引 い た 世話をす る こ

とで あっ た。また，祖 父 母 と し て 若 い 世代 とか か わ りが

な か っ た り，役割逆転 の 拒 否 が 否定的 要 素 と し て 認め ら

れ た 。 以 上 よ り第皿段階 の 心 理 社会的課題 は祖父 母 的世

代性 対 隔た り
・
逆転 の 拒否で ある と考えられる 。

第W 段階 の特質

　 第 W 段 階 は 関 係を ど の よ うに 評価す る か が テー
マ で

あ っ た 。 老年期 に なる と親 しい 家族や 同世代 の 友人が他

界す る と い っ た 関係 の 変化 が 顕著 に な る 。 こ の よ うな 関

係 の 変化 に 対 して ，本研究の 調査対象者 は 〈変化 に 折 り

合 う〉〈新 し い 関係 を 築 く〉な ど，様 々 な 意味 づ けをし

た り新 しい 関係 を作 る と い っ た 調 整 をす る こ とで ，親 し

い 関係を 持 ち続 け る努力 を して い た。しか し，特 に配 偶

者や 親 しい 友人が 他界 した 場合，亡 くな っ て か ら長い 時

聞が 経 っ て もなお 寂 しさを強 く感 じる とい うカ テ ゴ リ も

あ っ た （〈寂 しさを感 じる 〉）。近年，喪失 した関係 を他

の 関 係 で 補う とい う階 層的補完 モ デ ル （田 中
・
兵藤

・
田

中，2002）に 関す る 研究が さ れ て い る が，本研究の 結 果

か らは，補完 で き る 関係 に は 限界 が ある こ と が 示唆 さ れ

た。つ ま り，関係 の 価 値 に よ っ て，調 整 が 可 能 な 関係 と

調整 で き な い 関係が ある と考え られ る 。

　第W 段階 の 日米比 較　Erikson　et 　al．（1986／1990）で も，

本研究と同様に，関係 の 変化 へ の対応が 第W 段 階 の テー

マ で あ っ た 。 しか し，本研究で 得 られ た く独立独歩〉と

い うカ テ ゴ リが，Erikson　et　al．で は 第 W 段階の 課題 と し

て は 取 り上 げ られ て い ない 。 Erikson　et 　al．で は親 しい 人

との 関係 をい か に愛情 を持 っ て語 るか が 重 要な様態 と し

て 示 さ れ て お り，自立 の テ
ー

マ は 第 H 段 階 や 第 皿 段階 の

課 題 へ の 取 り組 み で 触 れ て い る。こ れ ら を 踏 ま える と，

ア メ リ カ で は 高 齢 者 に も独 立 した 生 活 が 求 め られ る が，

そ れ は 関 係性 と い う点 で は あ ま り重要 視 され な い と推察

され る 。

一
方，本研 究 の 対象者 は 幼少 期 に 戦 後 と い う混

乱 と貧困の 時代を迎えた た め ，青年期 に は 早 くか ら大 人

と し て の 責任を求 め られ た 。 すなわ ち，こ の 生 き方が 老

年期を迎 え た現在 に お い て も，誰か に 依存せ ず に 自分 は

自分 と して 生 きて い くこ と と して 現 れ て い る もの と考 え

ら れ る。

　第 W 段 階 の心理 社会的課 題 　以 上 を踏 ま える と，老 年

期 に お け る 第M 段階 の 心理社会 的課題 へ の 取 り組 み は，

関係 に 意味を付与す る こ とで そ の 関係を暖 か く感 じ続 け

る こ と と，そ の た め に そ の 関 係 が 断た れ る こ と に調 整で

きず心細 さ を 感 じ る こ と で あ っ た 。 よ っ て 第W 段階の 心

理 社会 的 課題 は 揺 る ぎな い 関係 対 途絶 え で あ る と考え

られ る。

第 V 段 階 の 特質

　 第 V 段階は ，自己 感覚 と生 きる 目的を どの よ うに 持つ

か が テ
ー

マ で あ っ た 。 老年期 の ア イデ ン テ ィ テ ィ統合 の

ヴ ィ ジ ョ ン を 示 した 岡本 （1997）に よ れ ば，第 V 段 階

の 心 理 社会 的 課 題 は生 きる こ との 目的 感 と 自分 の 役割意

識 ・役割 に 対す る 積極的関与 で あ っ た 。 本研究で もこ れ

と同様 の 様態が 見 出 さ れ た。さ ら に 本研究で は ，自己感

覚の 確 認 に 関 連す る もの と して ，中立 的 要 素 の 〈高 齢者

の モ デ ル 〉〈自分 ら し さ の 確認〉 が 認 め られ．将来 の 自

己像を具体的 に 抱 い た り，過去 の 自分 の 行い や 親 と 自分

の 共 通 点 な どの 拠 り所 を持 っ て 自分 ら し さの 確認 を して

い る もの と考えられ る。こ れ を踏まえる と，否定的要 素
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の く過 去 に納 得 で きず〉は，自分 ら しい もの が 根拠 を持 っ

て 言 えな い こ とが そ の 背景 にあ る と推察され る。

　第 V 段階の 日米 比 較　本研究 で は 自分 ら し さ を取 り戻

そ うと した り （〈取 り戻す〉〈後悔 を再考〉），自分 ら しさ

が 見出せ な い （〈過去 に 納得で きず〉） カ テ ゴ リ が 認 め ら

れ た。こ れ は Erikson　et　aL （1986／1990）で は 見 ら れ な か っ

た 様態 で あ る 。既述 した よ うに，本研究 の 対象者 は 職業

選 択 や結婚 とい っ た 入 生 にお け る重要 な決定を行う時期

に，選 択 の 余 地 の な い 社 会 で 過 ご した た め，本 当 に 求 め

た 自分 ら し さで は な く，そ うな ら ざる を得 なか っ た 自分

を確 立 して い る こ と が 示 唆 さ れ る 。

　第 V 段階の 心 理 社会的課題 　以 上 よ り第 V 段階の 心理

社会的課題 は確 固 と した自己 対 自己の 揺 らぎで あ る と

考え られ る 。

第］V 段階 の 特質

　老年期 の 第W 段 階 は，プ ロ セ ス に喜 び を 見 出 した り，

精神や 能力が 洗練 さ れ る こ と に喜 び を持っ こ とが特徴 で

あ っ た 。 成人期 ま で の 上 向 きな 成 長 は，老年期 で は 達

成 さ れ に くく，劣等感を持ちや す くな る。〈上達 ・成長〉

に お い て も，少 しずつ の 成長 に 喜 び を 感 じ た り，〈意味

づ け を変 え る 〉 な ど の カ テ ゴ リ が 認 め ら れ た こ とか ら，

こ れ らの 様態 は 劣等感 を抱 き に くくし，老年期 に お い て

も 活動 を続 け る た め の 努力 で あ る と推察 され る。

　 第 N 段 階 の 日米比較 Erikson　et　al．（1986f1990） は

第IV段階 を 自信 対 無能感 で あ る と指摘 し，本研究で も

こ れ と ほ ぼ 同様 の 結果 が 認 め ら れ た。し か し，活動 に

求 め る もの の 基 準 の 修 正 は ErikSQn　 et 　al．よ り も幅 広 く

行 わ れ て い た。こ れ は，本研究 の 対象者 が Erikson　et

a1．の 対象者 よ りも積極 的 に 活動 を行 っ て い た た め と考

え られ る 。 また，現在 の 日本 と 1980 年代 の ア メ リ カ で

は 高齢者の 社会的地位 や 高齢者 に 求 め ら れ る もの が 異 な

る こ と も関連 し て い る と推察 され る 。 すなわ ち．凵本 で

は 高齢者 に 積極的 に 活動 を する こ と を要求 し ない が ，ア

メ リカ で は積極 的 に 自 立す る こ とが 求め られ る。よ っ て ，

1．，［本 の 高 齢者 は活動 の 選 択 や，活 動 へ の 意 味づ け が，ア

メ リ カ の 高齢者 よ りも 自由 に行える 可 能性 が あ る。

　 第 N 段階の 心 理 社会的課 題　以 上 よ り第IV段階の 心理

社会的課題 は （活動の ）喜び 対 劣等感 で ある と考えられた 。

第 皿 段階の特質

　 なぜ そ の 活動 を始 め た か とい う問 い に 対 し，本研究で

は 新 しい こ とに挑 戦 す る 気持ちを持 ち続 け る とい う様態

が 示 された。 また活動 に 責任を持 っ た り社会 へ の 恩返 し

とい う意味が含まれ て い る こ と も推察 さ れ た。一
方，積

極的 に 目的を 持 て な い 様態 も示 さ れ （〈活動 に 目的 な し〉

な ど），活 動 が で き な くな る こ と を意識 す る こ と （〈衰退

を 意識〉） が 目的 を持 て な い こ と に 関 連 して い る もの と

考 え ら れ た 。

　 第 皿段 階 の 日米 比較 　 こ の 段 階 の 否 定 的 要 素 を Erikson

et 　al．（1986×1990）は 「固執」 と指 摘 し た が，本 研 究 で

は む しろ 活動 を あ きらめ る こ とや，活動 の 目標 を 失う様

態 が 認 め ら れ た 。 1980 年代 の ア メ リ カ で は 依存 は 死 に

つ なが る ほ どの 恐怖 （秋山．1992）で あ っ た た め ，自立

す る こ とが 当然の よ うに 高齢者 に 求め られ，高齢者自身

も 強 くそ れ を望 ん で い た と考 え られ る。一
方，現在 の 日

本 で は，自立 す る こ と を促 され つ つ も，そ れ を 強 く社会

か ら求め られ る こ とは な い 。こ の ような 違い が 第皿 段階

の テ
ーマ に 関 連 して い る もの と推 察 さ れ る。しか し，秋

山 の こ の 示 峻 につ い て，高橋 （1992） は ス テ レ オ タ イ プ

で あ る と批 判 して お り，本 研 究で もこ の 点 に つ い て は 慎

重 に 検討す る 必要 が あ る。

　 第 皿段階の 心理社会的課題　以上 よ り第 皿段 階の 心理

社会的課題 は挑戦 対 目的の 喪失 で あ る と考えられ る 。

第 五段階の 特質

　 こ の 段階 は 身体機能 の コ ン トロ
ー

ル に 関す る語 りが ほ

ぼ全対象者か ら得られ た。老年期に 顕著に な る 喪失体験

と して ，身体機能 の 低下，関係性 の 喪失，社会 的 地 位 の

変化 が あげられ る が，こ の 中で 身体機能 の 予 防 は 自身が

コ ン トロ ール しや す い 部 分 で あ る。す な わ ち，幼児 前期

に お け る 自律 が コ ン トU 一ル カをつ か もう と す る 様態 で

ある の に 対 し，老年期 に お け る 自律 は コ ン トロ ール カ が

失わ れ て 行 く中で ，限 られ た 範囲で コ ン トロ ール を維持

しよ うとす る様態で あ る と考え られ る 。

　 第 皿段階 の 日 米比較 Erikson　et 　al．（1986／1990） の

指摘 した 「社 会 が 高齢者 に期待す る も の に い か に折 り合

うか 」 に つ い て の 語 りが ほ とん ど得 られ な か っ た、こ れ

は 先述 し た よ うに，日本 と ア メ リ カ で 高齢者 に期待 され

る 自立の 程度が 異 な る た め と考えられ る 。

　 第 皿 段階 の 心理社会的課題　以上 よ り第 H 段階の 心理

社会 的課題 は 内的
・
外的 自律 対 自律 の 放棄 で あ る と考

え られ る 。

第 1 段階 の 特質

　 肯定 的 要 素 の く神 や 運 命 に感 謝 〉〈親 へ の 感謝，安 心 〉

は，過 去 の 経 験 か ら得 た 暖か さ に対 す る 現在 の 気持 ち で

あ り，守られ 感 と ほ ぼ 同 義で あ る。すな わ ち 老年期 に お

け る 第 1段階 の 肯定 的 要素 は，基本的信頼 よ りも受身的

な意味を持つ と考えられ る 。 高齢者 は，長 い 人生 の 中で ，

多 くの 人 との ふ れ あい を経験 して い る 。 その た め，老年

期 を 迎 え た現在．積極的 に周 りに働 きか け な くと も，暖

か な ふ れ あい を悛古 し，再体験す る こ とが で きる た め と

推察され る 。

　 第 1段階の 日米比較　Erikson　et　al．（1986／1990） は，

第 1 段 階 に 宗 教，特 に キ リ ス ト教 と の 綿 密 な 関 連 を見 出

して お り，宗教へ の 確信 と，信仰へ の 猜疑心 が こ の 段階

の 特徴 で あ る と示 し た 。 しか し本研 究 で は，特定 の 信仰

心 を持 つ 対 象者 は わ ず か で あ り，信仰 が 直 接第 1段 階 の

カ テ ゴ リや テ
ー

マ に 現 れ る こ と は ほ とん ど な か っ た。日
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1．乳児 期

u．幼児 前 期

皿．幼児 後 期

w ．学 童期

V、青 年期

W．成 人前 期

姐．中年期

皿，老 年期

基 本的信頼

対

基 本 的不 信

自律性

対

恥，疑 慇

自発性

対

罪 悪感

勤勉性

対

劣 等感

ア イデ ン テイテ イ達成

対

ア イデン テ イテ イ拡 散

親密性

対

孤 立

匿代 性

対

停 滞

感 謝 内 的
・
外 的 自律 挑 戦 喜 び 確 固 と した 自己 揺 る ぎ ない 関係 祖父母 的世代性 統合

対 対 対 対 対 対 対 対

不 信感 自律の 放棄 目的 の 喪失 劣等 感 自 已の揺 らぎ 途絶 え 隔 た り・逆転 の 拒否 否 認 ・後 悔

Figure　1 老年卿 にお け る・ム理 社会敬 課 繧 （本研究 か ら得 られ た心 理 社会的課題 を 太字 で 示 した 。）

本 で は初詣や 墓 参りとい っ た 宗教行事は 広 く
．一

般的に 行

わ れ て お り，日本 人 の 宗教心 は 単純 に 低い わ けで は な い

と推 察 され る。しか し Ll本 で は 宗 教 とい う領 域 が 具体的

に 語 ら れ な い こ とが 指摘 さ れ て お り （無藤，1979），本

研究 の 結 果 は ti本で は 妥当 な結果 で あ る と考え られ る。

　第 1段階の 心理社会的課題 　社会，世間，親的 人 物 を

暖か い と感 じ，それが常 にあ る と 感じて い る こ とと，周

囲 を悪意 に満ちて い る と感 じ，慎重 に な ら ざる を得 ない

と捉 え る こ との 対立 が 認 め られ た 。 以 上 よ り第 1段階 の

心 理 社会的課題 は 感謝 対 不信感 で あ る と考 え られ る。

総 合 考 察

　本研究 で は EriksQn　et 　al，（1986 ／1990） と 同 様 の 手 続

き に よ る調 査 を行 っ た。語 りの 分 析 か ら，脊定的要素 と

否 定 的 要 素，お よ び そ れ らの バ ラ ン ス を とる た め の 努 力

で ある 中立 的要素の 様態 を得 た。こ れ ら の 結 果 よ り，老

年期 は，絶 え ず変化 と展開 を繰 り返 し て い る こ とが 推察

さ れ た。以 上 を踏 ま え，老 年 期 に お け る 8 つ の 心 理 社 会

的課題 を示 し た （Figure　1）。

　 な お，各心 理 社会的課題 は 明確 に 切 り分 け る こ と が 困

難 で ，特 に 第 V 段階 と第 田 段階 の 心理社会的課題は重な

る 部 分 が 多か っ た 。こ れ は老年期 にお い て，自分 ら し さ

を確かめ る 第 V 段階の 課題へ の 取 り組み に，こ れ まで の

自分 の 生 き方 を認 め る こ とが 必要不可欠 で あ る た め と考

え られ る 。 し か し，そ もそ も 8 つ の 心 理 社会 的 課 題 は，

明確 に 区別 さ れ る もの で は な く，そ れ ぞ れ が 悠然
一

体 と

な っ て い る こ と を Erikson （195  11977・1980） は 指摘 し

て い る 。 老年期 の 各心理社会的課題 の 関連 をより詳細 に

検討す る た め に，本研究で 行 っ た 段階 ご との 分析 に加え，

対象者 の 語 りか らの 考察 が 必要 で あ る と考え られ る 。

　また，多 くの段階 に お い て，肯定的要素 か ら成 る上 位

カ テ ゴ リの 方 が，否定的要素か ら成 る もの よ りも多か っ

た 。各心理社会的課題 に取 り組む土 台 と な る ca　1段階 に，
基 本的信頼 よ りも受身的な意味を持つ 感謝 とい うテ

ーマ

が 見出 され た こ と，対象者が 社会参加を積極的 に行 っ て

い る 人 々 で あ っ た こ とか ら，本研究の 調査対象者 は 比 較

的 安 定 し た 白己 ・他 者 信 頼 を有 して い た た め と考 え られ

る 。 加 え て ．否定的要 素 を避 け る こ と は，数 回 の 調 査 で

は 調 査 者 と の 適 度 な距離 を と ろ うとす る 試み と し て 必 然

的 に起 こ る もの で も あ る。本 研 究 は，一般 社会 に 居住す

る 比 較 的健康 な 高齢 者 の 心 理 社 会的 課題 の 取 り組 み 方 を

示 した もの で ある 。しか し な が ら上 述 の ように，本 研 究

の 対象者 に は あ る 種 の 偏 りが み られ，よ り多 くの 人 々 を

対象に し，そ の 対 象者 の 特性 を 吟味 した．．ヒで ，本研究 で

得 られ た 8 つ の 心理 社会的 課題 の 特徴 を検討 して い くこ

と は今後 の 重要な課題 で あ る 。
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This　study 　investigated　the　eight 　psychosocia1　tasks 　of　the　epigenetic 　scheme 　in　a　sample 　of　elderly　Japanese，　and 　compared

the 　tasks　to　those　outl 三ned 　by　Erikson
，
　Erikson

，
　and 　Kivllick（1986）．Sem 正一structured 　interViews　were 　conducted 　on　20

Japanese（11　males 　and 　g　females，　age 　range ＝65−86，　mean 　age ＝74，15，　Sjワ＝ 5．59）using 　the　sa 搬 e 　method 　as　ill　Erikson
et　aL 　Qualitative　analyses 　revealed 　that　all　psychosocial　tasks　of 　the　elderly 　were 　structured 　as 　positive（syntonic ），

negatlve （dystonic），and 　neutra1 ．　The　fbllowing　psychosodal 　tasks　were 　revealeCl ：integrity　ys ，　deniaVregret（VHI＞，grand−

generativity　vs ．　distance　between　generations ／deniaユof 　influence　by　younger 　generation （VII），reiationship 　contilluity 　vs ．

relationship　cessation 　when 　in　cris三s （vr），firm　selfvs ．　wavehng 　self （V），pleasure　vs ．　inferiority　complex （W ），challenge 　vs ．

loss　of　purpose （III），intemal〆external 　ego 　autonomy 　vs．　renouncement 　of　ego 　autonomy （ID，and 　appreciation 　vs．　mistrust

ω ．These 丘ndings 　suggest 　that 舐though 　there 　are 　variations 　amo   elderly 　ind南 duals，　they 　change 　the 　meanings 　of　their

various 　activities 　and 　relationships 　to　emphasize 　maintenance 　over 　progression　of　actlvities ／relationships ．　h 　addition ，　they

review 　their　l迂e 　expehellces 　to　create 　a　new 　self．

【Key　Wbrds】Elderly，　Psychosocial　task，　Epigenetic　scheme ，
　E．H 。　Erikson

，
　Ego 　integrity　 vs ．　despair
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Appendix 　1　老
二4「鰐 の’ぴ理 社会磁課題 4こ匐する 鄭 顕 厚

第 1 段 階 に 関す る 質 問項 目　 自分 を 育 て て くれ た 人 と の か

か わ りは どの よ うに 心 に 残 っ て い る か。／こ れ まで の 他 者 ・

世 間 との か か わ りに よ っ て，ど の よ うな感覚が 得 られ て い

る か。／自分の 傾倒する 考え方や 価値観，宗教な ど，拠 り所

となる もの が あ る とす れ ば，そ れ は 自分 に どの ような感覚

を与 え るか。そ して そ の信 仰 が揺 ら ぐこ とはな い か。／物 事

や 事象 ・運 命 とい っ た もの を どの 程 度信 頼 して い るか。／ 自

分 を どの 程 度僧 頼 し，ある い は 信頼 して い ない か 。

第 1 段階 に 関す る 質問項 目　社会が 高齢 者 に 期 待す る もの

に，自身は ど の よ うに 対 応 して い る と思 うか 。f自分 の 思 い

通 りに 物 事 を進 め られ て い る，選 択 や 決 断 が で きて い る か。

それ と も外 部や まわ りな どに 左 右 さ れ，迷 うこ とが 多 い と

感 じる か。

第 皿 段 階 に 関 す る 質問 項 目　 目的 を持 っ た 取 り組 み や 生 き

方が 出 来 な い 時 に罪 悪 感 や 後 悔 の 念 を覚 え る か 。 〆人生 に 目

的を持 っ て い る とす れ ば，活動 や取 り組 み に，そ の 目的が

関達 して い る か。

第 N 段 階 に 関 す る質 問項 目　 こ の よ うな取 り組 み に 制 限や

限 界 が あ る と感 じ る か 。 行 き詰 っ た と きに，どの よ うな感

覚 に な る か。／取 り組 み や 活動を うま くや っ て い けそ うな 感

じや 自信 が あ るか 。 ／仕事 ・家 事 やそ れ に代 わる よ うな取 り

組み は．ど の よ うな感覚 を もた らす か 。 社会 に参加 して い

る とい う感覚 を もた らすか 。

第 V 段 階 に 関 す る質 問項 目　 こ れ まで の 人 生 と，今 の 自分

は ど の よ う に 変化 し，そ して 変化 して い ない か。変化 して

も 自分 ら し さ を感 じ る もの は 何か。／夢 と実際 に生 きて きた

人生 に 違 い は あ る か。そ の 違 い を ど の よ うに 感 じ る か。／若

い こ ろ に や っ て お くこ と をや り残 した と い う感 じが あ る か。

第 W 段 階 に 関 す る 質 問項 目　配 偶 者 に ど の よ うな思 い が あ

る か。／結 婚生 活 に 変化 は あ っ た か。失望 す る こ と は あ っ た

か 。 ／友人 と の か か わ りに今，ど の ような思 い が あ るか。／

友入 とは，現 在 どの よ うなか か わ り方 を して い るか 。 f友 入

．との 関係は，昔の 関係 と変わ っ たか 。 なぜ 変わ っ た か 。

第W 段 階 に 関 す る質問 項目　 祖父 母 として 孫を世話する 時，

どの ような感覚，思 い を持 つ か。／ 自身の 世話 や 存 在が孫た

ち に 影響 を与 えて い る と思 うか。そ の こ と を どの よ うに 感

じる か。／子 ど もと 自分 や 配偶 者 が似 て い る と思 うか。〆子

ど も に 助言 や 助 力 を す る こ と は ある か 。 f予 ど もか ら助言 や

助 力 され る こ とが あ る か。／子 ど もの，大人 と して ・親 と し

て 成 功 ・失敗 を ど う考 え て い る か、，／子 育 て に 関 して 後 悔 す

る こ とは あ るか 。ノ 自分が で きなか っ た こ と を子 ど も に託 す

こ とは あ っ た か。／ 両親 の 老 い た 時，どの よ うな世 話 を し．

そ れに ど の よ うな思 い が あ る か。／世 話 される こ とに つ い て

ど う感 じ，世話 して くれ る者 には どの よ うな思 い が あ る か。

／誰か
・
何か を世話す る こ とで 得 ら れ る感 覚は，過去 と今 と

で．異な る か。

第皿 段 階 に 関 す る質 問項 目　 こ れ まで の 人生 や 現在 の 生 き

方に 後悔は ある か 。 満足 の 行 く もの だ っ た か 。 ／ こ れ まで の

生 活が その ま ま継続する と考え て い る か 。 ／世 の 中 に つ い て

考 え るこ とがあ るか。それ は どの よ うな考えか。／具含 が 悪

くな る，あ る い は 自分 の 死 に つ い て 考 え る こ とが あ る か。ノ

経験 を重 ね る こ とに よ っ て ，老 年哲 学 （価 値観 や 座 右 の 銘 ）

は あ る か 。そ れ は ど の よ うな 時 に思 い 出 し，ど の よ うに役

に 立 つ か 。／未 来の 計 画 を立 て る こ とは とて も困難 だ と感 じ

て い る か。／高齢 者 の モ デ ル は い る か。あ るい は こ うは な り

た く な い と い うもの も。
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Appe 皿dix　2　老 年繝に お ける 心 理 社 会磁課題 の 評定 マ ニ ュ ア ル （概要）

各段 階 に お ける 心 理社会 的課 題 の 概要 各 要素
帥

と その 概 要

第皿 段 階　過 去，現在，死 を，人 間 と して の 全 体感 と の 力動 　 Pos．過去，現 在，死 と い っ た 人 生 そ の もの を受け人 れ る。

　的 なバ ラ ン ス の 中で 認 め よ う とす る。　　　　　　　　　 Ne9 ．過去，現 在，死 お よび 自分 の 人 生 を受 け 入 れ られ な い 。

第瞰 階　世話する こ と と．若い 世代の 世代性 を強化 し．こ　 Pos ．次世 代 の た め に 世 話 をす る ・献身 す る 。

　れ に伴 っ て 起 こ る ア ン ビバ レ ン ス を克服す る。　　　　　　 Neg ．次世代 とかかわ りが ない ・かか わ りを受け入れ られない
。

第 V［段 階　相互 性 を も っ て かか わ る た め，敵意 を抑制 して 献 　 】？os ，他者 と親密な関係 を持つ 。

　身す る。ま た ．衰退 に よ る変化 に 適 応 す る。　　　　　　　 Ne9 ．親 密 な関係 を築 か ず，他者 と距離 を置 く。

第 V 段 階 　希望 や 夢 と，実 際に 生 きた 人生 を比べ ，折 り合 う。　 Pos．過 去か らの 自己 感覚 を 持 ち，白分 ら し さを感 じ続 け る。

　過去 と現 在 の 自己感覚 を融和 させ る。　　　　　　　　　　 Ne9 ．過 去 の 自分 を否定 し た り，確信が 持て な い 。

第 N 段 階 　学 び や 仕 事の 取 り組 み の プ ロ セ ス で 得 ら れ る 喜

　び。否 定的 要素 で は，こ の 活 動が 自己 卑下 と低 い 自己 評価

　 を生 む。

Pos，活動 に 取 り組 む 過程 で，喜 び の 感覚 を得 る。

Ne9 ．活 動 の 困難 さゆ え に，自分 を不 適格 で あ る と感 じた り，

劣等感 を 抱 く。

第 皿 段 階 　
一

つ の 目的の た め に 同 じ行 動 を遣 求す る こ と。否定

　 的要素で は，正 当な理 由な し に 自分の レベ ル を 落 とすこ と。

Pos． 目的を持 っ て そ の 行為に 果敢に 取り組む 。

Ne9 ．目的 を もっ た行為 に行 きす ぎ を感 じた り，うま くい か

なか っ た行為 に こ だ わ る 。

第 ∬段 階 　内 的 ・外 的 な 限界 が あ りなが ら も，自分 に とっ て

　 意味 があ り，可能 で ある 活 動 を選択 し，行動 上 の 妥 当性 を

　維 持 す る。

Pos ．圧力 を，納得 す る形 で 位置付 け る。

Neg ．圧 力 に よ っ て 自己の 要求に 過 度 に ブ レ
ー

キ が か か る こ

とで ，身動きが 取れ な くな る 。

第 1段階 大
．
切 な もの ，拠 り所 と な る もの を持 ちな が ら，信 　 Pos．世 問 を暖か い と感 じ，そ れが 常 に あ る と感 じる。

　頼 と 不 確 か さ に 向か う も の を 融 和 させ る。　　　　　　　 Neg ．周 囲 は 悪意 に み ち，慎 重 に な ら ざる を得 ない と感 じ る。

注 1．Pos．に も Neg ，に も分類され な い が ，心 理 的意味を含ん で い た り，　 Pos．とNeg ．の 両 丿iの 意味を含 む場 合は ，　 Neutral （中立 的要素） に

　 　分 類 した。
注 2．各 要素 の 具体 例 の

一
部は Table　2 の 「語 りの 例」 に示 した。

　　
e ）

　Pos．は肯定的 要素，　 Neg ．は否 定的要素の 略 で あ る。
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