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知的障がい者のきょうだいが体験するライフコース選択のプロセス 
―青年期のきょうだいが辿る多様な径路と，選択における迷いに着目して 
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要約 
本研究では知的障がい者（以下，同胞）の健常な兄弟姉妹（以下，きょうだい）のライフコース選択のプロセス

を示し，選択における迷いとその解決となった手がかりを明らかにすることを目的とした。現在主要なライフコ

ース選択を行っていると考えられる青年期のきょうだい男女 12 名を対象に，個別に半構造化面接によるインタビ

ュー調査を行った。分析方法には時間を捨象せず人間の多様性や複雑性を扱うための方法論である複線径路・等

至性モデルを援用した。青年期のきょうだいのライフコース選択のプロセスから，きょうだいは障がいを持つ者

と家族であることを理由に同胞のケアに携わることを当然のこととして受け入れようとする考えと，自らの選択

を重視する考えの双方を持ち，2 つの考えの不一致が大きいほど，選択における迷いを感じやすいことが示され

た。この選択における迷いを払拭する手がかりとして，きょうだいが同胞と一旦離れ，同胞のケアの在り方や親

との関係について改めて考える機会を持つことが重要である。また親から直接的な言葉で改めてきょうだいの選

択の自由を保障してもらうことも，選択の迷いを払拭する手がかりになる。青年期のきょうだいは，家庭内の役

割において同胞のケアを担うことができる存在へ役割の変容の時期にある。同時にきょうだいの主体的なライフ

コース選択において，親はライフコース選択を広げるための重要な役割を担っていると考えられる。 
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Title 
The Decision-Making Process of Adolescent Siblings of Individuals with Mental Retardation 
 
Abstract 
This research examined how and why adolescent siblings of individuals with mental retardation make life choices.  The 
sample consisted of 12 siblings, and data obtained from semi-structured interviews were analyzed with the Trajectory 
Equifinality Model (TEM), a method for comparing diverse and complex phenomena occurring over the course of life 
as a function of time.  The TEM showed that the participants believed they had to care for their siblings but also wanted 
to choose their own paths in life.  Their ambivalence was positively related to the extent to which their desired choices 
differed from caring for their siblings.  In this regard, it was important that participants had opportunities to distance 
themselves from their siblings, so that they could consider both the issues involved in caring for them and relationships 
between their siblings and their parents.  It was also important for siblings to verbally support their decisions.  During 
adolescence, the siblings of individuals with mental retardation are transformed from potential to actual caregivers, and 
their parents have a key role in expanding their perceived options. 
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