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資　料

成人 前期 か ら老年期 に い た る不安 の 年齢変 化

中 里 克 治 ・下 仲 順 子
＊

ACROSS ，SECTIONAL 　STUDY 　OF 　DEVELOPMENT 　 OF

　　　　　 ANXIETY 　IN 　ADULT 　LIFESPAN

Katsuharu　 NAKAzATo 　AND 　Yoshiko　 SHIMONAKA
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問 題

　成人 に 達する まで の 成長期 が 積極的 な イ メ
ージ で と ら

え られ る の に 対 し，そ の 後 の 成人期 に お け る加齢，す な

わ ち年 を と る こ とに 対 し て は ，一
般 に 否 定 的 な イ メ

ー
ジ

が持た れ や す い 。 特 に 老年期 に は否定的 な 変化 を多 く経

験す る と考 え られ ，不 安を持 ち やす い 時期 とす る見解が

こ れ ま で 多か っ た （Jarvik＆ Russell
，
1979）。 しか し な が

ら，人格面 の 生涯 発達見地 か ら見 る と，青年期 は 最 も不

安定 で 不 安 に 満 ち た 時 代 で あ り，そ の 後，成人に 達 し，

人格が成 熟す る に つ れ て徐 々 に 心 理 的安定 に 向か うと い

わ れ て い る。

　成人期 に お け る不安 の 発達 に つ い て ， 最 初 に 定式化を

試み た の は Cattell（1965）で あ る と思わ れ る 。 彼 は 青年

期に高ま っ た 不 安 は 中年期 に か け て 次第 に 低 くな り，中

年期 は 心 理 的 に 比 較的安定 し て い る こ とを 報告し て い る。

そ し て ，少数例 に 基づ く仮 の 見解 で あ る と し な が ら も，

老年期を迎え る60歳頃 に は 不 安が高 くな る の で は な い か

と述べ ，青年期 か ら老年期初期 ま で の 不 安の 発達 曲線が
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U 宇型 で あ る と仮説 し た 。 そ の 後，老年期 を含め た 全 成

人期 に お け る不 安に 関す る 研 究 は ，Catte！1 〔1965） の 示

した 年 齢曲線とは 異な る結果 を報告して い る 。
た とえ ば，

Langner ＆ Michael （1963），　Lowenthal（弖967），　Stenbach

（1977） ら の 精神衛生調査 で e． ， 不 安｝こ年齢差 が 認 め られ

ない とい う結果が得られ て い る。ま た，最近で は CQsta，

McCrae ，　Zonderman ，
　B ：

　rbano ，＆ Larson （19．　86） は 人

格の 加齢 に 対す る 安 定 性 を 検討す るた め ，
ア メ リ カ 全 土

に わ た り，23歳 か ら88歳，す なわち成人年齢 の ほ ぼ全範

囲 に わ た る対象か らの ラ ソ ダ ム ・サ ソ プ リ ソ グ に 基づ く

調査 を 行 い ，そ の 中で 不 安 の 横断比較を 行っ て い る  
こ

の 研究 の 中 で 不安傾 向 を 示 す MPI の N 尺度あ るい は N

EO ス ケ ール の N 尺度 の 得点が わず か で は あ る が 有意 な

低下 を 示 す こ とを 報告 し て い る。CeSta ら は 横断比較 に

よ る年齢差 は 加齢変化 に コ
ーホ ー ト差 と淘太 に よ るバ イ

ア ス が 加わ っ た もの で は あ る が ，代表性 の あ るサ ソ プ ル

に よ るデ ー
タ は 縦断研究 の 結果 と矛盾 し な い こ とを も，

こ の 概究 で 示 し て い る 。 また 年齢が高 くな る ほ ど ， ネ ガ

テ ィ ヴな ラ イ フ ・イ ヴ ェソ トが 多 くな る に もか か わ らず

不安が低 くな る の は，そ れ を支え る 強力 な メ カ ニ ズ ム が

働 き，短期間 に 再適応が行 わ れ る た め で あ ろ うと考察 し

て い る 。
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　 以上 の よ うに ，Catしell 以降の 不 安 の 生涯 に わ た る 研

究 の 示 す乍齢曲線 は ，Cattell の 不 安の 発達仮説 と は 違

い
， 不 安 は 加齢 に よ り次第に 低 下 す る とい う見解を 支持

す る よ うに 思 わ れ る 、

　 ま た ，こ 21まで の 不 安の 研究 か らは性差 が 示 され ，女

性 の 方が男 性 よ りも不 安が 高 い こ と が知 られ て い る。た

とえ ぽ，qttdl 不 安 検査 の 標準化デ ー
タ で は Cat 亡ell ＆

Scheier（1963） の 1 原版 に 定s い て も， 対馬
・
辻岡

・
対馬

（lg61） の 目 本 に お ：ナる CAS 不 安検査 の 標 準化 に お い て

も，女 性 の ほ う述 男蛙 よ り も不 安得点が高い こ とが 示 さ

れ て い る 二 ま 1・｝：前述 の Costa 　et　al ．　（1986）の 研究 も MPI

の N 得点に ：飄 ナる 不安 の 性差を 報告 し て い る。ま た 曽我

（1983）は STAIC に よ り測 定 した 了供の 不 安 に も同様 の

性 差 ガ あ る と報告 し て い る。こ れ らの 研究 で は い ずれ も

不 安 に 性差 が 生ず る理山 に 関 して は 考察 され て い な か っ

た 。し か し な が ら．不 安 に 影響す る 要因 を 検討 し た 研 究

か ら は，不 安 の 強 さ は 教育，職業や 配偶関係 と い っ た 様

掻な社会経済的要 囚 と関係 して お り ， こ れ らの 変数を性

別 と 同時 に 考慮 し た 場 合 に は ，性 差 の 不 安 の 強 さ へ の 影

響は 小 さ くな る こ とが示 され て い る （Himmclfarb，1984；

Himmelfarb ＆ MurreIl．1984； Feinson，1985 ； Feinson ＆

Thoits； 19S6）ひ

　 そ こ で 本 研究 に お い て は ，（1）不 安 は 人間 の 生涯発達 に

お い て ，す な わ ち 成人 初期 が ピ ー
タ と な り，そ し て

， 中

年期 か ら老年期を通 し て 徐 々 に 低 ドし て 行 くの か ど うか ，

（2）不 安 に は 性 差 が 認 め られ ，女性 が男性 よ り高 い の か を

検討 し，そ し て ．  もし不安 に 性差 が あ る とすれ ば，不

安 の 性差に 社会的要因が どの よ うに 関連す るか を 明 らか

に す る こ と を 日的 と した ．

方 法

TABLE 　1 サ ン プル の 基本属性

属 　性
25− 　35− 　45・− 　55− 　65− 　75歳
34歳 44歳 54歳 64歳 74歳 以 ヒ

　対象　本 研究 の 対 象者 は，東京 の 区 部 に 隣接す る あ る

市 の 住民 か ら無作為 に 抽出 され た 。 対象は 男 571名，女

663名の 計 1，234名 を 含 み ，そ の 年 齢 範 囲 は 25歳か ら92歳

で あ る。た だ し，施設老人 は対 象か ら除外 した 。 TABLE

1 の 上 に 男性 サ ノ プル ，下 に 女性サ ン プ ル の 基本属性を

年齢別 に 示 し た ．年齢 は TABLE の よ うに 分け た．教育

に 関 し て は ， どの 年齢群 で も男件 が 女性 よ り も高学 歴 で

あ る 。 ま た，若い 年代 の ほ うが よ り高い 教育を 受け る傾

向が あ る：職業 に つ い て は，65歳以上 の 老人で は 男性が

34％，女 性 で は 8 ％しか 現職 が な い の で 最長職で 示 し た 。

男性 で ぽ ま だ 若 い 25．− 34歳群 を別 に し て ，専門職 ・管 理

職 が 最 も多 く，事務職 と あわ せ る と どの 年齢群で も半 数

以 トを 占あ て い る 。女性 て は 主 婦 が半数 を 占め て い た 。

配偶関係 に 開 し て は，独 身者 の 率 は 25− 34歳群 が 他 の 群
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よ り も高 く，男性 の ほ うが女性 よ り も独身の 率 が 高 い 。

配偶老 との 死 別 は 女性 で は 老 年群 で は 高 率 で あ り，75歳

以 上 群で は ほ とん ど の 女性 が 夫 と死別 し て い る 。 しか し，

男性 で は 75歳 以上 群 で 26．9％ の 者 に 見 られ るの み で あ り，

こ れ に 閣 し て は 性差 が認 め られ た。子供 の 有無 に 関 し て

は 男女共 に 高年齢群 の ほ うが子供有 りの 率 が 高 くな っ て

い る。ひ と り暮 しの 率 ば男性 で は 25− 34歳群で 最大 で ，

つ い で 75歳 以 上 群 とな っ て い る。一方，女性 で は 老年群

が 他群 に 比べ て 高 く，それ も65− 74歳群 が ピ ータ で あ っ

た 。

　不 安 の 測定　不安 は State・Trait　Anxiety 　Inventory

（STA 工： Spielberger，　GQIsuch ，＆ Lushene，1970）の 日本版

（中里 ・水 口 ，1・tiS2）に よ り測 定 した 。　STAI は 不 安を 2 つ

の 側面 か ら測 定す る よ うに f乍られ て お り， 刻 々 変化 す る

状態 と し て の 不 安を 示 す 状 態 不 安 と，比 較的安定 な 不 安

傾向 の 猿 さ を 示 す特性不安を別 々 に 示 す こ とが で きる。

し た が っ て ，特性不 安 を み る こ とに よ り，多 くの 研究 が

不 安 の 指標 とす る 不安傾向 の 年齢 差 を も知 る こ とが で ぎ

る の で ，こ れ ま で の 研究 の 結果 との 比 較 も可 能 で あ る。

こ れ ま で の 研 究 で と り上 げ られ た こ と の な か っ た 状態 不

安 を 測定す る こ とに よ り，日常 の 不安水準 の 年齢差 を 知

る こ と が で きる。更 に ，STAI は，他 の テ ス ト に 比べ よ

り因子的 に 純粋 な 不 安 を 測 定 す る よ う作 られ て い る とい

う特｛生を持つ ：

　 調査方法　調査 は 1982年 10 月 か ら 12月 の 間 に 行 われ た。

調 査 は 留置き法 に よ り，あ ら か じめ 郵送 され た 調査票 に

本人 が 記 入 し、それを調査員 が 直接 回 収 を 行 い ，記入 も

れ の チ ェッ ク を十分 に 行 っ た
． 調査票へ の 記入 は 自宅 に

お い て 本 人
一

人 の 状態 で 行 っ て い る の で，本研究 に お い

て は 特 に ス ト レ ス 負荷 の な い 状態 で 不 安 の 測 定 が 行われ

た とい え よ う。

結 果
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FIG，1　Means 　 of 　Trait　 Anxiety　Seores　 by　 Age

　　　by　Sex ．

　 T．XBLE 　2　特性不安 の 年齢 ， 男女別平均得点

25−−　　　35− 　　　　45− 　　　　55− 　　　　65− 　　　　75歳

　34歳　　44tu　 54歳　　64歳　　74歳　　以 上

男性 n 　 　 U3 　 92 　 101 　 117 　 70 　 78

　　 M39 ．738 、837 ．737 ．735 ，634 、5

　 　 SD 　 9．19 　 8．　39 　 10．29 　 9．58 　 10．37　 玉0．40

女 性 n 　 　 　107　 　 117　 　 15d 　 　 ユ26 　 　 85　 　 74

　　 M 　　　　　39．5　　　38．3　　　4 ．4　　　38．0　　　37．3　　　37．8

　 　 SD 　 9．33 　 10．38 　 9．60 　 10．08 　 10．12　 10．66
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　年齢 お よ び 性 別 の 不 安 へ の 影響を検討す るた め，特性

不 安 得 点 と状態 不 安 得点 の そ れ ぞ れ に つ い て ，年 齢 と性

別を要因 とす る 6x2 の 2 元 配置の 分散 分 析 を 行 っ た 。

　特 性不安　FIG．1 お よ びhBLE 　2 に 年齢 お よ び 性 別 で

群 わ ：ナL た 時 の 各群 の 特性 不 安得点 の 平均 と標準偏差 を

示 し た ひ 分散分析 の 結果，年 齢 の 主 効果 （P
’＝3、　70 ；df＝

5．1222； pぐ ．DOi） お よ び 性 別 の 主 効果 （F ・・4、60 ： df＝

】，ユ222 ； p 〈．05）が い ず れ も有意で あ っ た 。 し か し，年 齢

と性 別の 交互作用 （F ＝1．27 ；df＝5，1222； ns ） 1よ有意で は

な か っ た 。さ らに 年齢 要 因 の 傾 向分析か ら，特性 不 安 は

男女 共 に 年齢 が 高 くな る に つ れ て ，直線的 に （F ＝lfi．64 ；

df≡1，1222； p〈．OO1）低 下す る こ と が明 らか とな っ た 。

を

ヂ
i 　30

　　

　　　　　　　　　　 Age 　Gl’oups

FiG．2　Means 　 of 　State　 Anxiety　Scores　 by　 Age

　　　 by　 Sex ．

　 TABLE 　3　状態不安の 年齢，男女別平均得点

25− 　　　　35−−　　　45− 　　　　55− 　　　　65− 　　　　75歳
　34歳 　　　44歳　　　54歳　　　64歳　　　74歳 　　　　以一y＿

男性　　n 　　　　　113　　　　92　　　　101　　　　117　　　　　70　　　　78

　　 忌サ｛　　　　37，7　　　　37，0　　　　36．3　　　35，6　　　33．2　　　　33，6

　　 SD 　 8．77 　 S、67 　 9 ．87　 8．21 　 9．01 　 9．96

女 性 n 　　　 lO7　　 117　　 154　　 12S　　 85　　 74

　　 M36 ，936 ．537 ．835 ．035 ．734 ．7

　　 SD 　 9．46 　 9．43 　 8．09　 9．34 　 8．15 　 9．46

　状態不安　FIG ．2 お よ び TABLE 　3 は 年齢 お よ び 性別 で

群 わ け した 時 の 各 群 の 状態 不 安得点 の 平均 と標準偏差 で

あ る 。 分散分析の 結果，年 齢 の 主 効 果 （F ≡4．　S6 ； df＝

5．　1222　； p〈e．eOl） は 有意 で あ っ た 。しか し，性溺 の 主 効

果 （F ＝0．93 ；df・＝1．1222； ns ）お よ び 年齢 と性 別 の 交互 作

一 75 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

ユ75 教 育 心 理 学 谺 究 第37巻 第 2 号

用 （F≡1．CI8； df＝5，1222； ns ）は有意で な か っ た 。 さらに

年齢要因 の 傾向分析を行 っ た と こ ろ，年齢 が 高 くな る に

つ れ て 直線的 に （F＝18．S1； df；1，222 ；p＜，001）低 くな り，
こ の 年齢傾 向に は 性 差がな い こ とが 明らか ｝こ な っ た o

　 以上 の よ うに ，STAI の 特性不 安尺 度 と状態 不 安尺 度

か ら見 た 不安 に は
一

貫 して 年齢差が認 め られ た 。 また 特

性 不安の み に 性差 が 認め られ，年齢が異 な っ て も
一

貫 し

た 性差 が あ る こ と が示 され た 。

　 不安 に対す る背景要因 の 影響　つ ぎに 不 安に どの よ う

な 要因 が影響 して い るか を検討す る た め ，年齢 （満年齢 ：

実数 ），教 育 （高学 歴 順 ： 4 →1 ），職業 （ホ ヲ ィ トヵ ラ ー的 職

業 ： 1，の ， 配偶関係 （配偶者あ り ： ユ，の，子供 （あ り ： 1，

  の 5 変数を 独立 変 数 と し，特性 ・状態不 安を そ れ ぞ

れ従属変数 とす る段階法 に よ る 回 帰分析 を 行 っ た 。 特性

不 安に 性差 が認め られ，背景要因で も TABLEI の よ うに

教 育や 職業 に 性差 が あ るた め ， 男女別 に 分析 を行い ，有

意な説明変数 の 標準偏回 帰係数 （β） と重相関 の 自乗の

増分 （4Rり と 全体 の 重相 関 の 白乗 （Ri）を 求め た 。 そ の

結果 は 以下 の よ うで あ っ た
。

　特性不 安 の 有意 な 説明変数 は ，男性 で は 年 齢 （β・＝一

．158，p＜． Ol） と職業 （Pl　・，t − ．］07，　 p＜ ．01）で あ り，年齢

が若い ほ うが 特性 不 安が 高 く．ホ ワ イ トカ ラ
ー
職 の ほ う

が 特 性 不 安 が低 い こ とが 示 され た。年齢 で 特性 不 安の 分

散 の 2．8％ ， 職業 で L1 ％，両 変数で 男性 の 特性不安の 分

散の 3．9％ が説 明 され た o 女性 で の 有意 な 説 明 変数 は 年

齢 （β謀一．140，Pぐ 00！） と教育 （β＝一．ll7，　P＜．Ol）で あ

り，年齢が 若 い ほ ど特 性 不 安が高 く， 教 育水準 が 高 い ほ

ど特性不安 が 低 い こ と が示 され た c．女性 の 特 性 不 安 の 分

散 は ，年齢 で 1．0％，教 育 で 1、ユ％，両 変数 あわ せ て 2．1

％ が 説明され た。

　状態不 安の 有 意 な 説 明変数 は ，男性 で は 年齢 （β置一

、155，p＜．OOI） と職業 （β≡一．130、　 p＜』 1）で あ り，年齢

が若い 人 の ほ うが 状態 不 安 が 高 く，ホ ワ イ ト カ ラ ー職 の

ほ うが 状態 不安が 低 い こ と が示 され た 。 年齢で 状態不 安

の 分散 の 2．　8％，職業 で L7 ％，両 変数 で 男性 の 状態 不安

の 分散 の 4．4％ が 説明 され た 。女 性 で は 年 齢 （β＝一．14D
，

p＜．OO1）と教育 （β＝．．134，　p〈．Ol）が 有意な説明変数 で

あ り，年齢が若 い ほ ど状態 不 安 が 高 く，教育 水 準 が 高 い

程状態 不安 が 低 い こ とが示 され た。女 性 の 状態不安 の 分

散 は 年齢 で 0，6％，教育 で 1．4％，両変数あわ せ て 2，0％

が 説 明 され た 。

　ま た，老年期 に お い て は，一
人 暮 ら しや 定 年退職 と い

っ た 状況 が 不 安 と闘 係 す る と考 え られ る の で ，老年期 の

2 群 に つ い て一
人暮しお よ び 現職 の 右無 の 2変数 に つ い

て も分析を行 っ た が，有意差 は 示 され な か っ た。

考 察

　 成人期に お ける不安の 年齢差　今回 の 横断的年齢比較

に 基づ く不 安 の 年齢差 に 関 して は ， 成人前期 か ら中年期 ，

そ して ，老年期を 通 して ，状態 不 安 と特性不 安 が 共 に 直

線的に 低下す る こ と が 判 明 した
。 こ の 結果か ら，生 湃iを

通 じて 不 安 は 加 齢 と と もに 低 くな っ て，人挌的 に 安定 し

て 行 き，か つ ス ト レ ス 状況 に 対 し て も混乱す る こ とが 少

な くな る とい う不 安の 加 齢 パ タ
ー

ン が 示 唆 され た 。 こ の

知見 は Costa　 e 之 a1 ．（lg8G） を は じめ とす る こ れ ま で の

実証 デ ー
タ （Hogaty ＆ Kazt，1971；Langner ＆ Mlchae1，

1963；Lowen 由 al，1967；Schu］z，1978；

−
F｛ep，　1980；Stenbach ，

1977； 竹 内，1979）が 成 入前期 か ら中年期 お よび 老 年期 の

人格 に つ い て 述べ て い る こ とと
一

致する もの で あ る。不

安 が 全 成 人期を通 じて 低 下 し て 行く こ とに つ い て ，生 涯

発達的視点 か ら考 察 し て行 く。

　 ま ず，成入前期 は 男性 に と っ て も女性 に と っ て も，親

へ の 依存が ま だ 許 され る 青年期 を 脱 し，完全 に 自立 し た

成 人 へ と移 り変 る発達段階 で あ り，し た が っ て，独 立 し

て 生 計を 立 て る こ とや 結婚 へ の 社会 の 圧 刀 が 強 ま る 時期

で あ る （Erilcs・ n ，1982）。 親 か らの 独立 や結婚 は 大 きな人

格 的 変 化 の 経験 を 要す るた め ， 最 も不 安に な りや す い 青

年期 ほ ど で は な い と し て も，比較的不安定さを 伴 い が ち

で あ り，青年 期 に 引 き続 ぎ不 安の 高い 時期 と考えられ る。

　 こ れ に 対 し て．中年期 は 中年期危機と い う観点か ら論

議され る こ とが多 い と は い え （Levins 。n，　Darroe，　Kl．zin ．
Levinsen ．＆ M 。Kee，197S ；Rubin ，1979；Vaiilant，1977），
一

般的 に は ラ イ フ ・サ イ ク ル の ．Eで 最 も充実 し た社会 人，

家庭人 に な る段 階 で あ り，社会的 ・家 庭的地位 も安定 し ，

実力 を 身 に つ け最も自信 の 高ま る年代 と考えられ る （小

此木，1983）・ C ・tt・11（1975） も ま た，職場 へ の 適瓜 結

婚，社会的 地 位 の 定 着 とい っ た 諸問題 を 解決す る に つ れ

て 不 安 は 低下 し て ゆ ぎ，中年期 は そ の まま安定す う と述

べ て い る 。 池見
・
松本 （1973） も心 療内科 へ の 受診者 が

対 象 で は あ る が，加齢 に お け る不安 の 推移 を検討 し，不

安傾 向 は 20代 ， 30代が ピ ーク と な り，以後 50代 ま で 低下

して ゆ くこ と を 報告 し て い る 。

　本 研究 で は，不 安 水 準 は 老年期 ｝こ最も低 くな り，か つ

老年期 で 不 安 を 生 じ させ る と考 え られ た 諸要因 を 分 析 し

た 結果 か ら も，不 安 に 寄与す る 要 因 は な か っ た の で ，こ

の 時期 が 生涯 の 中で 最も心理的 に 安定 した 時期 で あ ろ こ

とが示 さ れ た 。
Erikson （1982） に よれ ば ，老年期 ほ 人格

の 統合姓 へ と向か う時期 で あ り，神経症 的 不 安 か ら比較

的解放 され た 段 階 で ある 。
Erikson の い う統 合性 と は 能

力や 社会 に 対す る 関心 を保ち つ つ
， 次代 に 席を 讓 っ た 状
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態であ り， 自らの 入生 を 良 きもの と し て受 入 れ ， ま た 死

に 対 し て も受 容が で きて い る と い う，そ の よ うな状態を

指す もの で あ る 。 確 か に 老 人 は 若 い Ilt代 よ り も多 くの 喪

失や 不 幸な ラ ィ フ ィ ベ ソ トを経験す るか も知れ な い
。 し

か し，Costa　 et　 al．（1986） が考察 し て い る よ うに ，老人

は短期間 ｝こ それ を うま く対 処す る こ と が で ぎ， 慢性不安

と し て そ の 後 に 持 ち 越す こ とがない の で あ ろ う。ま た，

老 入 に と っ て 究 ぽ 身近 な もの で あ り，死 の 問 題 は 若 い 世

代 と比鞍 に な らない ほ ど重要 な 問題 と な っ て くる 。 死 の

受容 が で きな け れ ば，老 人 は 死 の 不宏 に 苛 まれ る こ と に

な ろ うoQuinn ＆ Rezniko「f （ln　PTess ）の 死 の 不 安 が 生

きが い の 喪失 と関係 し て い る とい う研究結果 を報告 し て

お り，E ゼikson の 老年期 で 自我 統 合 に失 敗 す る と絶 望 に

陥 る とい う主 張と
一

致 して い る 。 し か し ，
Shimonal ［a

＆ Nakazato （1986） に よ れ ば ，老人 は 死 を 肯 定 的 に 受け

とめ ，受容 して い る こ とが判明 し て お り，本結果に お い

て 老 年期 の 不 安水準 が 他世代よ り も低 か っ た こ とと考 え

あわ ぜ る と，老 人 に お け る 不 女の 源泉 の ひ とつ と 思わ れ

た 死 が，実際 に は 老人の 不 安に 寄 ワし て い な い こ とが 示

唆さ れ た の で あ る。

　不 安 の 性差　特性不安 に は 性差が認め られ ，女 性 が 男

性 よ り も不 安 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 本研究 の よ うに 特

に ス ト レ ス を 加 え て い な い 状況で は ， 状態 不 安 は 理 論的

に もほ ぼ 特性 不 安 と平行す る もの で あ る と考 え ら れ て い

る （Spielberger，1970）o 木結果 で 特性 不 安 の み に 性差が

認め られ た こ と は ， 男女 ともス ト レ ス の ない 条件下 で は

不 安 レ ベ ル は 同 様 で あ る が，ス ト レ ス 状況で は 女性 の ほ

うが 不 安 に な ウやすい こ とを 示唆 し て い よ う。従 来 の 不

安 に 関す る 請研 究 で は 女性 は 男性 よ り不安 が 高 い こ とが

指摘 さ れ て お り （Cattell，1965；Costa　 et　 aL ，1986； 下 仲，

1980；対．馬 ら，1961 ），
こ の 傾向 が 全 成人 期 を 通 じ て 維持

され る こ とが 本碍究 に お い て も確認 さ れ た。

　不安 の 性差 に 関 し て は，生理学的 な 基 盤 が 存在 す る と

い わ れ て い る 。
Gray （1987） は ネ コ の よ う に 群 で 生活 し

な い 動物 で は 恐れ を 抱 きや す い 傾向 に 性差 は 認 め られ な

い が ，
ヒ トを 含 め ，す べ て の 群 で 行動す る 動物 で は ， 主

「
：一

導的 ・従属的 の 関係があ り，オ ス は 相 対 的 に 主導的 で あ

り，メ ス は 従属的 で あ る。そ し て ，メ ス は オ ス よ り も恐

れ を 抱 きやす く，こ れ に は 男性 ホ ル モ ン が脳 の 発達 に 影

響 を 与 え る た め で あ る と述 べ て い る 。

　女 性 が 男性 よ り も不 安 が 高 い とい う性差 は発達的 に 早

期か ら認 め られ る。McCoby ＆ Jacklin（1974） は 子供 に

お け る 不安あ る い は 恐れ と 関連した 広 汎 な研究 を 展 望 し，

そ の 結果 を，つ ぎの よ うに 要約 して い る 。

1． 観察研究 で は 通常 ，臆 病 さ に 閧 し て 性 差 が示 さ れ な

　 い Q2

． 教 師の 評価ある い は 自己 評価 は，女子 が男子 よ り も

　臆病 で 不 安で ある こ とを 示 す 。

3． 男子 は 恐れ あ る い は 不 安感情 を 認め た が ら な い （虚

　構得点か 防衛 傾向得点が 高い ）た め ，こ の 要因 が 性 差 を

　生ず る。

McCoby ＆ Jacklin（1974）の 研究 は 不 安 の 性差 に は 遺伝

学的 な 基礎がある と して も，発達的 に 早期 か ら社会的影

響を受け て こ の よ うな 性差が拡大 して行 くこ とを 示 し て

い よ う 。

　一
方，人格面 に お け る 生 涯 発 達 の 流れ の 中で は，不 安

の 性差 はわ が 国 に お け る伝統的 な 性役割 の 獲得 と関係 し

て い る と考 え られ る。下 仲 G980） は 老 人 に お け る 不 安

の 性差 が 男尊女卑 の 強 い 明治 の 社会制度 に 則 っ た 自我発

達 を 遂げた 結果 で あ る と考察 して い る が ， こ れ は 本研究

の 老人 に もあ て は ま る もの で あ る D す な わ ち，男性 の 場

合 は 社会 に 出 て職業生活の 中で ，強 い 自我を育 て，よ り

蝨会 の 現実 に 対 処 し て 行 く術 を 身 に つ けて行 くよ うに と

の 社会的圧力 を 受け る た め ，ス ト レ ス 対処能力が昂ま り

不 安が低 くな りや す い 。一
方，女性 の 場合 は 男姓 に 比較

し，弱い 自我 で い る こ とが 容 認 さ れ や す い 上 に ，主 婦 と

して 家庭中心 の 生活を送 る た め ，社会 の 現実 に 対処する

機会 も少 な くな る の で ，ス ト レ ス 対処 能 力 が 十 分 に 発達

せ ず 不 安 が 相対 的 に 高くな りや す い 。さ らに 女怫 が 男牲

よ りも不 安が高い とい う性差が老年期以 前 に も認め られ

た こ と に っ い て 考察 され る こ と は ，男性性 ・女 性 性 に 対

す る ス テ レ t ・タ イ プ は 昨今，徐 々 に変化 して い る と は

い え，社会 の 中 に 強 固 に 根づ い て お り，男女 に 対す る 見

方 が 基本的 1こ は 明治時代 か ら現在 に 至 る ま で そ れ 程 変 わ

っ て い な い こ とを示唆 し て い る もの で あろ う。

　不 安 とそ の 関連 要 因　本 研 究 で 特性不 安 に 性差が見 ら

れ ，男性 ば 女性 よ り不安得点 が 低 か っ た 。 そ こ で，こ の

性 差 を もた らす生活背景要因 を 分析した と こ ろ，特性不

安 の み な らず 状態不 安 に お い て も，男性 で は 年 齢 と職業，

女性 で は 年齢 と教育 に 影響 し て い る こ と 力湖 らか とな っ

た。年齢 が 男女 で 共 通 す る不 安 の 説 明 変数 で あ る こ とは ，

成 人期に は 不 安 が 年齢 と と もに 低 くな り，
こ の 傾向が 男

女 に 共通 し て い る とい う前述 の 分散分析 の 結果を裏付け

る もの で あ る 。 年齢以外 の 不 安 へ の 影響因 子 は男性で は

職業で あ り，ホ ワ イ トカ ラ
ー

職 の 男性 ほ ど不 安 が低 く ，

女性 で は 教 育で あ り，教育水準 の 高 い 者 ほ ど不 安 が 低 い

こ と が示 され た 。 職業，教育共に 本人 の 社会的 ス テ
ー

タ

ス を表 わ す変数 で あ り，こ れ らの 変数 は す で に Him −

meifarb （19S4）や Fein ：on （1985）の 研究 に お い て も，

不 安 の 有意な説 開変数 で あ る こ とが 報告 され て い る 。
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　 不 安 は ス ト レ ス と なる 出来 事 や ス ト レス感受性 ば

り で なく ， そ の人 の も つ ス ト レ ス対 処 能力と も 関 係

て い る（Sielbergcr ，エ972 ） 、 す
な わ ち ， ストレス 対 処

力が 高 け れ
ば
，不 安 は一 過 徃 のもので あ り ，特 性 不

となっ た り ，不 安 傾 向 を 高 め ることは な い。本研 究

対象と な っ た 男 女の 基本属性はTABLE 　 1 のよう で あ

が ， 女 性 は 男 性 に 比べ て職業 経験 が 少 な く ， 教 育水

も 1 レベ ル 低 か っ た 。これ は 換言 す れ ば，女性 は 男

より も 相
対的 に 社 会 的ス テー タ ス が 低 い こと を 意味

て い る． 男性 は 女性 に 比し て 有 利 な 社 会 的 ステー タ

を土 台 とし て ，前 述 の 不 安 の 姓差 の考察の中 で 述 べ

よ う に ， 職業生活 の 中 で スト レ ス 対 処能 力 を 身に つ

， 不安 を 低くする こ とが で き る 機会 を 得 やすい；こ

に対し ， 女 性 で は 職 業経 験や 教 育 の 上 で の不利さ 故

男 佳 ほ ど の ス トレ ス 対処能力を 身 に つけ る こ と がで

ず， 男 性 に比 べ ると 不安

高くな り や すいと考 えら れ る． 　 老年 期 を 迎 え

時期ある い は老 年期 に さしか かっ てか ら，職 業か ら

引退 や 配 偶者と の 死 別 等 にと も なう 家 族 関
係 の 大 き

変 化 といっ た 老 人特 有 の ラ イフ ・ イ ベ ン ツ があり，

の よ う な ラ イ フ ・ イベン ツ は老 人 の 心 理 的安 定にと

て不 利に 作 用 す る と 思 わ れ た が， 不 安 の 横断 的 な 年

差お よ び 不 安 に 影響 す る要因の 検 討から え られた 知

は ， 老 人 の 不 安 が 成入前 期 や 中 年期 より も 低 い こ と

示し て い るs ま た，不 安 に 影 響する要 因とし て は 年 齢

ﾈ 外に は 職 業 や教育で あった が ，ど ち ら も老人 にとって

は過去 に おけ る 経 験 を 反 映 す る も の で あ り ， 過 去経 験 が

老 年 期 の 適 応を予 測する のに

要 な 役 割

果たしていること が示唆され注目され た。 引用文献 Cattell
，
　RB・ 　1965 　

te 　 5 ご8 π ’ が c　anal 冫・ sis げPe ”so 一

　 呶砿y．New　Yotk：Penguin 　
Books， Catten， 　 R ．B．，　＆　Sc

i 乏．r，

　1．H 、 　1961 　Han で 〜book 　q广 　　／ f ，A　T 　a・・謬 蜘・q ”

・nttaire．　lllin ・ is ，　 lli …n。is ： 　 　Institロ te 　of 　P

sonaiity　and　 Abili ［y
　 Testlng． Costa ，　 P ，T ．，　 McCr

，　R． R ．，　Zondermnn，　 A，B．，　 Bar − 　　
banQ

， 　 H．E．

　Lebowitz，　B ， ＆L3rson，　D ．M．1983 　 　 C …s・・ect ｛。nal 　st’ udi

　ef　peis ・ n ・lity 　in　a 　n ・ ti ・ n．・l 　 　 samp ｝巳： 2Stabili

　in　neurotlcism，　extroversion ， 　　and　openness ，　P

cli ．ol

y 　and 　！ lging ，　1，　L44一闇 　　149 ． Erikson ，　E 、 H ． 1982

ム zfe 　cptcte　 co ノ ノ ，

8 忽〜． 　NewYork ： 　　VL 「 ．、V ．　Norton ， Feinson，　M ．C．

1985 　 Aging 　 and 　mental 　health

　Re − 　 　seat ’
ch 　oπ Aging，7， 155 − 174 ． FeinsOB，　

M

C． ，＆Thoits ，　P．A．　1986 　 The 　distribu． 　
　
tion

　of　distre
　 amnng　elder］y．」「o〜〆，・，ノa

@Of 　G ’ei＝ 　　ontelog：y，　4亘，　225 −
233

、 Gray ， ∫ ．A，　19S7 　

f’ he 　 Psycノ〜 010 瓢》I　of ’fcai一百取〜 titress． 　　Cam

idg 巳：Press 　Sy

icate 　of　the　Cambrldge 　　Universi 亡v． Himme 】
f

b，　S． ，＆ ） Vlurrell ，　S ． A ， 1934 　The 　prev 臼一 　　

En ・ ・and ・。 ・rel ・ t・ s ・ f・nxi ・ ty 　symp。t・m ・ 」n 　　

・ ・ ad・1

s ．あ ・   ・1・ f　
P・ychot ・gr ， ．， 　U 移，159− 　　167． Himmel

rb ，　S ． 　 1985 　Age　and 　 sex 　 dlfierer ユces　 in 　　t

Em ・nt・1　h・・lth・f ・】 d・・p…。・ ・．
　
Lf ・t〃．nag　qプ 　　CJo ？tstt．lt

g ‘Vtd　CZini
（’ al ∫を

yご120Zo9 ：y，52 ， 844 −− 856 ， H

aty ，　 G． E ． ＆Katz ，　 M． M．1971　 No照 s 　
of
　adjust− 　　ment　 and

SGci・l　behavi ・r．　A，−
ci

・i−．・E・げ

；Er2tera ．
l

　　 ／ ’ s 　 ych 　 i

ノ： y ，　 25 ， 　 47G − 48G ． 池見酉次

・松 本
健
一 1973老人

の
神 経 症 加藤正 　　明・長谷川和夫 （編）老年精神医学　医学書院 Jai．v

，　 L．，＆Russell ， 　1979　 Anxie しy，　 sgintt　and　the　 　thi ・d ・m・

9 ・ n。y　re・cti ・n

」 ／ otii ・ttag 　
o ． i 」r’C跏 ・・ご・！・濫 y， 　 　 34，　196−

2eo
． La

er ，　T．S 、， ＆Michael ， 　S ． T．ユ963 　 Ltfe　s ，ti’eit　and

　　 titental 　 heaJth ：Theア广 ♂勲o 鱒hvα η1 〜a

@ra ．it ∫ 加 の． 　　New 　 York ：Free 　
Pret

　 s　 of 　Glencoe， Levin

n，　 D、 」．， 　 Darroe ，　 C．N，，　Klein，　E．B．，　Le 、 ・ in

n ， 　　 M．H 、 ， ＆McKee ， 　 B ．］9

　T ゐ e 　se ．・／／ so ノ〜
c

げ η 雄 ガ5 　　 1ife ．　New 　York

Knopf． Lowenthal ，　M， F．，＆Berk 礁n， 　P ． L．1969 　 Aging
　 arld 　m

tal 　 disorders 　 in　San　Franci 穿co，　Jossey− 　 　Bas

DMcCoby ，　E， E．，＆∫ackhr1 ，　C． N ．　1974 　7 「ノie　p ．W ‘ 乃o−

　 10gy　ef 　sexゴξゲ乙’
でノlce ．　

ヨnford ， 　 California ； Stan − 　

fOld 　 universitv 　Pr∈ss．

  ｢ 克治・ 水冂公信　 1982 新しい不 安尺度STAI 日

　　版 の作成　心身医 学， 22 ，107−
112

．小此木啓吾　 1983 視界ゼP 社会 を生き る 　

央公論社 Ωuinn，　 P ，K．＆ Reznikoff ，　M ．　in　press 　The 　re

tion− 　　 ship 　between　death　enxiety　and 　 the　subjec

ve 　 　 expe 【三ence 　of 　tinユe　 in 　the　elder］y．　0〃／t

ga ／1ンz− 　　ternation 　at 　tJorir7zai 　of‘deatlt
　and

Dying ． Rubir ユ，　L ．B．　1979 　 SVc ，ntan 　at 　 a

ce 厂tai

@age ．・Tん8 　　7〜翩  sea ・ch 　f・r　seZf．　New　Y。・
k
： Harper ＆

@ 　ROw ． Schulz．　R．　ユ978　Emotionall

　 and

凅 ging ． 　 丿 ’ ov ． r ？ ’ial 　 　【〜プ （ ノ ev −



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

　　　　　　　　　　　　　　　 中里 ・下仲 ：

下仲順子　 1980　老人の 不安 と 自己概念　老年心理学研

　　究，6，61− 72，

Shimonaka
，
　Y 、

，
＆ Nakaza ヒo．　K ， 19S6 　The 　develop ．

　　 ment 　 of 　 pel
・
sonality 　 characteristics 　 of　 Japrnese

　　 adu ］ts．　 LJournaJ 　q！
一
（｝enetic 　P．s＿

’vcholog ）
t，　147，37−

　 　 46、

曽我 祥 子 　19S3　 日 本版 STAIC 漂準化の 研究　 心 理 学

　　研究 ，　54 ｝　215 − 221 ．

Spielberger，　 C．D ．　 1972　Anxiety 　 as 　 an 　 emotional

　　 state ．　In　C 、D ．　Spielberger（Ed ，）Siress　 and σ アz∬ −

　　iet＞・／．　 New 　Y 〔＞lk ： Academic 　Press．

Spielberger，　 C ．D ．，　 Goisuch ，　 R ．L ，，＆ Lushene，　 R ．E ．

成人前期か ら老年期に い た る不 安の 年齢変化　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 178

　　1970 　STA1 ・
inane ＃al ．　Palo　Alto

，
　California； CQn −

　　 su 】ting 　PsycholGgisL

Stenbach ，　 A ．　1977　Successfu ］ aging 　and 　mental

　　 health．　Paper 　presented 　 at 　V 工th “
’
orld 　Congress

　　。f　Psychiatry．

竹 内信子　1979 　モ ーズ v 一性 格検査 の 高齢者 へ の 適用

　　 日本 心 理学会第42回大会発表論文集

対 馬 忠 ・辻 岡 美延 ・対 馬 ゆ き子 　1961CAS 不 安検 査

　　東京 心 理

Vail】ant ，　G ，E 　1977　Adaptation　to 殍と Boston ：Lit．

　　tle
，
　 Brown ＆ Co ．

　　　　　　　　　　　　　　（1988年 8 月15日受付）

一 79 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


