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展　望

現代の 学校現場が抱 え る諸問題

学校ス トレ ス を中心 に

藤　井　義　久
「

PROBLEMS 　TROUBLING 　CLASSROOMS 　OF 　MODERN 　SCHOOLS
　　　　　　　　

− A　review 　of 　schoel 　stress
−一一一一

Yoshihisa　FUJII

　　This　thesis　reviews 　various 　problems 　in　the　practice　of　today　education 　con −

centrating 　on 　school 　stress ．　 Although　school 　stress 　is　a　remarkabie 　prob ！eln 　for
nlodern 　children ・

its　studies 　are 　actually 　less　in　number 　than　those　of　test　anxiety ．
However

，　serious 　studies 　I〕f　the　problem　began　in　 1950．　 When 　these　studies 　are

observed
，　three　subjec しs　can 　be　seen ： 1）In仁he　measurement 　ofschool 　stress ，　attention

to　three　aspects −change 　of　action ，　emotional 　change ，　and 　physiological 　change 　must 　be
given， 2）The　relation 　between　schoo ！stress 　score 　and 　physiological 　reactions ・heart
「 ate ・Inuscular 　tension，　blood　pressure 　and 　skin 　ternperature 　has　to　be　 studied ．　3＞
From 　our 　observation 　of 　school 　stress ，　the　close 　study 　of 　stress 　in　practical　education
should 　be　done　here　after 　by　the　analysis 　of　the　problems 　of　school 　bullying，　or 　school

refusal ．

　　Key 　words ：school 　stress ，　tes亡anxiety
，
　bul］ying，　school 　refusal ．

1．　 は じめに

　最近 ， 「登 校拒 否」や 「い じめ j と い っ た学校現場が

抱 え る 深刻 な問題 が ， 様々 な メ デ ィ ア を通 じて 盛 ん に

報 じられ る よ うに な っ て き た。文部省 ｛ig95）の 調査 に

よ る と ， 「学校 嫌 い 」 を理 由に年間5D日以上 欠席 した ，

い わ ゆ る 「登校拒否」 の 児童生徒の 比率 は ，
こ こ 数年

確実 に伸び続 け て い る
。 具体的に述 べ る と，1987年当

時 ， 登校拒否者 数 の 全児童生徒数に 対 する比率 は ， 小

学校で O．05％ ， 中学校 で   ．54％ で あ っ た 。 と こ ろ が ，

そ の 比 率 は 年々 伸 び 続 け ， 1993年 に は，小 学 校 で

O」 3％，中学校 で 1．el％と，わ ずか 5 年余 りで 倍増の

勢 い で ある 。

　
一

方，「い じめ」の発生件数は，小学校で 減 少 ， 中学

校 で 横 ばい の傾向が 見 ら れ る。具体的 に 述 べ る と ， 1987

年当時 ， い じめ 発生学校 数 の 全公立学校総数 に 対 す る
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比率 は ， 小学校で 18．2％ ， 中学校で 29．e％ で あ っ た が ，

1993年に は．小学校 で 11．0％，中学校で 31．9％と な り，

特 に 小学 校 で は減少傾向が 見 られ る 。 ま た 1 校当た り

の い じ め 発生件 数 も1987年当時 ， 小学生 で 0．6件 ， 中学

校で 1．6件で あ っ たが ， 1993年 に は 小学校 で 0．3件，中

学校で 1、2件 と な り，小 学校 ， 中学校 と も減少傾 向が見

られ る 。 しか し，
こ の傾向をそ の まま受 け入 れ る こ と

は で きな い 。な ぜ な ら「い じ め 」は
， 「登校拒否」と違 っ

て は っ き り と し た形 で 両親 や教師が 認識する こ とが極

め て 難 し い 問題 だ か らで あ る 。 それ を裏づ け る研究 と

し て
， 警察庁 （1995＞の い じめ調査が挙げら れ る。それ

に よ る と，直接 い じめを受 け た経験が あ る と答え た 子

供 は，小学生 で 9． ％ ， 中学生 で 5−7％ ， ま た 身近 に い

じめ が存在す る と答 えた子供 は ， 小学生 で 51 ．3％ ， 中

学生 で 62．7％ に ま で 達 し て い る 。 さ ら に
，

い じめ を経

験 した こ と の ある児童生徒 の うち ． 27．5％は 誰 に も相

談 し な か っ た と答 え て い る 。 こ れ ら の こ とか ら ，
い じ
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め の 実態 を両親や教師が正確 に 把握す る こ とは極 め て

難 し い こ と が わ か る。そ れ に 関連 し て ，最近 「い じ め 」

が原因 と考 え られ る 自殺に関す る報道 をよ く目に す る

よ うに な っ て き た 。 警 察庁 〔1995 ）の 調査 に よ る と
， 平

成 6 年度に警察が把握 した少 年の 自殺者 数 は580人 で ，

最 も多か っ た 自殺動機 は学校問題 に関す る もの で全体

の 27．1％ を占めて い た。 こ の 数字は ， 現代 の 学校 現場

が抱 え て い る 問題が い か に 深 刻な も の で あ る か を物

語 っ て い る と い え よ う。

　安藤 （1985）や坂野 （199D）は ，
こ の ような学校生活に

お け る様々 な児童生徒 の逸脱行動を 生 み 出す原因 と し

て ， 児童 生徒 が 学校 生活 に お い て 感 じる ス トレ ス の 増

大 を挙げ て い る 。 ま た ， Brown （1954 ） や Angeline　et

al．〔1956＞は，「子供達 に とっ て最 も ス トレ ス を感 じやす

い 場 所は ， 学校で あ る 。 」と指摘し て い る。確 か に ， 現

代の 子供達が 通 う学校 に は ス ト レ ス と な り う る要因 が

数多 く存在す る 。 「教師 との 関係」， 「友達 との 関係 」，

厂テ ス ト」や 「体罰」な ど挙 げれ ば き りが な い
。 そ の よ

うな理 由 か ら， Sarason　et 　aL （1960）や Hil1＆ Sarason

〔1965 ＞は ， 子供達 の 「学校 ス トレ ス 」の 問題 に 注 目す

る こ と の必要性 を指 摘 して い る 。 そ こ で ， 最近 に な っ

て 学 校 ス ト レ ス に 関 す る研究 が 注 目 を浴 び る よ う に

な っ て き た。一
般 的 な ス ト レ ス に 関 す る 研 究 は ， Selye

（19581 が 「ス トレ ス学説」を 発表 し て 以降 ， 数多 く行

われ て きた が
， 学校 現場 と密接 に結 びつ い た形 で の ス

トレ ス研究は最近 ま で あま り見 ら れ な か っ た 。

一
方 ，

テ ス ト不 安研究 に お い て は，浜 ・三 根（1980）や 藤井（ユ995）

の レ ビ ュ
ーか ら も明 ら か な よ う に ， 子供達の 「ス ト レ

ス 」 の 問題 と関連づ け な が ら ， 学校現場 と密接に結び

つ い た様 々 な研究が 行われ て きた。例 えば Proger　 et

al．　G969）は ， 毎 日 テ ス ト を受け る 子供 は ， あま りテ ス

トを受 けな い 子供 よりも有意 に 高 い ス トレ ス を感 じて

い る こ と を明 らか に した 。 ま た ，
Lekarczyk ＆ Hill

（1969）に よ る と，伝統的な テ ス ト状況は ゲーム 状況 と

比較 し て 有意 に ス トレ ス フ ル で あ る こ と を明 ら か に し

た 。 こ れ らの研究か ら， Katz（1968）も述 べ て い る よ う

に ，学業達成場面 に お ける子供達 の ス トレ ス は特 に 強

力な もの とい えよ う。 特に 井上 ら （19了5〕 や田上 （1991）

も指摘し て い る よ うに，現在の進学に関す る過当競争

は子供 の 心身 の 健 康 を阻害 して い る こ と は明 白な事実

で あ る と思 われ る 。 そ の よ うな背景 か ら ， テ ス ト不安

研究 は 学校 ス トレ ス 研究 よ りも遥 か に 多 く行わ れ て き

た の が 現状で あ る。しか しな が ら， Grinker（1956），

Phil］lps ｛1978 ），　 Lazarus＆ Folkman （1984 ）が 述 べ て

い るよう に ，不安 とス トレ ス 反応 とに は強 い 関連 が あ

るの で ， 両者 の 研究成果 を切 り放 して検討す るの で は

な く， 両者 の 研究成 果 を結 び つ け て 学校が 子供達 に 及

ぼ す 心理的影響に つ い て 考え て い く こ と が必要だ と思

わ れ る。な ぜ な ら，Spielberger（1972）も，自ら発 表 し

た 「状態
一
特性不 安理論」の 中で ， 「外部か らの有害 な

刺激で あ る ス トレ ス 刺激を感 じ る こ と に よ っ て 迫 り来

る危 険 偲 れ ）を予知 し ， そ の 結果 として状態 不安 が 上

昇す る 。 」と述 べ て い る よ う に ， ス ト レ ス と不安 と は密

接 に 関連 し あ っ て い る と思 わ れ る か ら で あ る 。

　 そ こ で ， 本論文 で は ， 「学校 ス トレ ス 研 究 の 現 状」の

み に 焦点 を 当て る の で は な くて ， 「学校 ス ト レ ス 」と関

連 が強 い と思われ る 「テ ス ト不安」 に 関す る研究 も交

え なが ら多角的に現代 の学校現場が抱 えて い る問題 に

っ い て考 えて い くこ とに した い 。

2． 学校ス トレス の 定義

　「学校 ス トレ ス 」の 定義に っ い て考 え る前に ，そ の も

と に な る 「ス トレ ス 」に つ い て 過去 の 研究者 が ど の よ

う な定義 を し た か に つ い て 見 て お く こ と に す る 。

　「ス トレ ス 」 と い う言葉 は，も と も と物理学用語で ，

外か ら加 え られた圧力に よ っ て物体 が歪 む状態 を指 し

て い た 。 現 在の よ う に 心理 学 の 分野 で 「ス トレ ス」 と

い う言葉 が 用 い られ るよ う に な っ た の は 比較 的新し く，

1944年 ま で は心理学事典 に は 載 っ て い な か っ た。従 っ

て，ス ト レ ス 研究 は 玉950年ご ろ か ら本格的に始ま っ た

と い っ て よ い だ ろ う。

　 さ て ， 心理学で使わ れ る 「ス トレ ス 」に 関す る定義

は現在 まで 様々存在 す るが ，それ らを総合す る と大 き

く 「行動的変化」， 「情緒的変化」， 「生 理 的変化」と い

う 3 つ の視点か ら 「ス トレ ス 」 を捉え て い る よ うに 思

われ る。まず MMer 　（1953）は ， 「ス ト レ ス 」を 「脅厳 で

あ っ た り， 行動に変化 を起 こ す よ う な 激し く極端な 異

常刺 激」と定義 して い る。 こ れ は，「行 動 的変化 」の 視

点か ら成 さ れ た 定義 と い え る 。 次に ，
Lazarus （1966）

は，「ス トレ ス 」を 「個体 に 不安 を引 き起 こ す こ と が 予

想 さ れ る刺激或い は条件 を含ん で い る状況」 と定義 し

た 。 こ れ は ， 前述の Spietberger（1972）の 「状態一特性

不安 j の 考え方 に 似 て お り，「情緒的変化」の 視点か ら

成 さ れ た定義 とい え る 。
つ ま り Aiken（1961）も述 べ て

い る よ う に ，fス ト レ ス 」と 「不 安」と は非常 に 似通 っ

た概 念 で ， 両者を は っ き りと区別す る こ とは難しい こ

と を意味 し て い る 。 さ らに Selye｛エ958）は，「ス トレ ス 」

を 「有害 な刺 激 （心 理 的脅威 を 含 む ）に 対 す る身体的防衛

の総集 した形」と定義 し た 。 こ れ は ， 「生理的変化」の

視点か ら成 さ れ た定義 と い え る。ま た Baum 　et　 a1．

（19S2）も， 「ス トU ス 」を「生理 的変化」の 視点 か ら「環
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境内の諸々 の 出来事 とか力 は トレ ッ サ ー）が有機体の生

存 や良好 な状態 を脅か した り， さ ら に は 当の 有機体が

こ う し た脅威 に 対 して 反応 する プ ロ セ ス 」 と定義 し て

い る。こ の よ う に 「ス トレ ス 」に つ い て は様々 な定義

が す で に 成 さ れ て い る が ， そ の ど れ も が 「ス ト レ ス 」

をあ る 1 方向か ら捉 え て い るに す ぎな い
。 も と も と「ス

トレ ス 」は，中野 （1995）も述 べ て い る よ う に ，生理 的 ・

情緒的 ・認知的
・
行動 的 な多次元 の 反応 で あ る か ら ，

あ る 1方向 か ら 「ス トレ ス 」を捉 え る の は問題で あ る

と思わ れ る 。 も っ と多次元的に 「ス トレ ス 1 を定義 し

て お くこ とが 必要 であ るとい えよう 。
こ の ような こ と

か ら tLazarus ＆ Folkman （1984） も述 べ て い る よ う

に ， 今な お研究者の 誰 もが 満足 で きるよ うな 「ス トレ

ス 」 の 定義を打 ち 立 て た者 は い な い の が 現状で あ る 。

　 さ て
， 前述の 「ス トレ ス 」の定義 に 比 べ て，「学校 ス

ト レ ス」 に関す る定義は，まだ非常 に 少 な い
。 そ の よ

うな状況 の 中で ， Ahrentzen　et　al．〔1982） は ， 「学校 ス

ト レ ス」を 「子供 と学校環境 と の 適合性 が十分 で な い

こ と に よ っ て 生じる不快感」 と定 義 し て い る 。 つ ま り，

彼 らは ， 子供 が学校環境に う ま く適応で きな い と 「学

校 ス トレ ス 」が生 ま れ る こ と を指摘 して い る。ま た ，

わ が 国 で は，嶋 田 ら q992）が
， 「学校 ス トレ ス」を 「児

童 自身が経験 して い る刺激の うち，児童が ネ ガ テ ィ ブ

で あ る と評 価 し た もの 」と定義 し， さ ら に そ れ を 「個

人的 レ ベ ル 」 と 「集団 的 レ ベ ル 」の 2つ に分け て い る 。

すなわち ， 特定 の 個人 に よ っ て の み ネ ガ テ ィ ブ に 評 価

され るもの と，多 くの 個 人 に 共 通 して ネガ テ ィ ブ に評

価 される もの とが学校現場に存在す る こ と を指摘 して

い る 。 す な わ ち 「い じ め 」 な ど は
， 特定の個人 に対 し

て 行 われ るもの で ある か ら 「個入 レ ベ ル の学校ス ト レ

ス 」 と い う こ と が で き よ う 。

一
方 「校 則」など は そ の

学校全体の生徒 に 対 し て 「ス トレ ス」 と な り う る も の

で あ る か ら 「集 団 レ ペ ル の学校 ス ト レ ス 」 と い う こ と

が で き よ う。 し か し ， 実際問題 ，「学校 ス トレ ス 」を「個

人的 レ ペ ル 」 か 「集 団的 レ ベ ル 」か に き ち ん と分け る

こ と は非常 に 難 し い と 思 わ れ る し ， ま た わ ざ わ ざそ の

よ うに区別す る必 要もな い よう に 思わ れ る 。 そ こ で ，

本論文 で は，前述 の 様 々 な 「ス トレ ス 」 に 関す る 定義

を参考 に し なが ら ， 「学校 ス トレ ス 状況」 を 「児童 ・生

徒が 日常の 学校生活 に お い て ， そ の 場 か ら逃げ出 して

しまい たい 状況 ， 不快や恐れ を感 じ る よ うな状況 ， 或

い は発汗や 心拍数の増加 と い っ た生 理的反応 を引 き起

こ させ るような状 況」 と定義 した い
。 す な わ ち ， 前述

の 「ス ト レ ス」 に関す る様々 な定義を見てわ か るよ う

に，過去 の 研究者が 「ス トレ ス 」を 「行動 的変化」， 「情

緒的変化」，「生理的 変化 」の 3 方向か ら捉 え よ う と し

て い る こ と か ら ， 「学校 ス トレ ス 」も同様の ア プ ロ ー
チ

を し て い く必要 があ る よう に思わ れ る 。

3． 質問紙を用 い た学校ス トレ ス の 測定

　 子供達 の学校 ス トレ ス を測定す る質問紙 は ， す で に

い くつ か開発 され て い る の で ， 紹介す る。

　 諸外国で は ， Phillips（1966）が 開発した Children’s
School　Questionaire（CSQ ）が有名で ある 。 こ の 質問

紙は，Test　Anxiety　Scale　for　Children （Sarason　etal ．，
1960）， The 　Audience　 Anxiety　 Scale（Paivio　 et　 al．

工961），The 　Achievement 　Anxiety　Scale （Stanford　et

al、，1963＞，
　 The 　 Defensiveness　 Scale　 for　 Children

（Lighthall，1963），　Children’s 　Pers  nality 　Questionaire
（Porter＆ Cattell，　ig63）か ら抽出した項 目に学業や社会

的ス ト レ ス に 関する項 目を つ け加 え た198項 目で 構成

さ れ ，それぞれ の 項 目 に対 し て 「は い 」，「い い え」の

2件法 で 答え る形式を採 っ て い る。なお ， こ の CSQ を

因子分析 し て み た と こ ろ ， 「自己 主張 と 自己表現 に つ い

て の 恐怖 」， 「他者に応 え る 自信の欠如」， 「ス トレ ス耐

性 と関連 の あ る生理 的反応性」，「テ ス ト不安」 と い う

4 つ の 因子 を抽 出した 。

一
方 ， Holmes ＆ Rahe （1967）

は，生活上 の 様々 な出来事に つ い て ス トレ ス の 程度を

数値で表わ し，そ れ らの 出来事が最近 ど の程度起 こ っ

た か に よ っ て 現在の ス ト レ ス を測定す る 「社会再適応

決定尺度」を開発し た。 こ の 尺度で は ， 「配偶者の 死 」

に最 も高 い ス ト レ ス 度を与 えて い る 。 そ して，そ の 合

計値 が年間 300を越 え る と，重 大な健康障害を起 こ す危

険性 の あ る こ と を指摘 し て い る 。 彼 らの考え方 に 従 っ

て ． Coddington（1972＞ や ，
　 Kanner 　et　al．（1981）は ，

生活 上 の 出来事か ら学校 ス ト レ ス を測定 す る 尺 度 を開

発 し て い る 。 しか し，
こ れ らの 尺 度は ， 転校 ， 落第 と

い っ た大 きな生活の変化 しか 取 りあげられ て お らず ，

子供 達 の 日 々 の学校 ス ト レ ス を測 定す る に は や や無理

が ある よ うに 思 われ る 。

　
一

方，わ が国 で は ， 発達段階 に 応 じ た 学校 ス ト レ ス

尺度が す で に い くつ か 開発 され て い る 。 そ れ ら の 尺度

を見て み る と，神 保 ・山崎 （1988） が 「子供 の ス トレ ス

は ， 情動面の 変化 ， 意識行動面 の 変化 ， 身体面 の変化

と して現れ る 。 」と述 べ て い るよ うに ， 大 き く 「情緒的

変化」，「行動 的変化」， 「生 理 的変化」 と い う 3 つ の観

点か ら項目が 作成 さ れ て い る こ と に 気づ く。 従 っ て ，

学校 ス トレ ス 尺度項 目を見 る と ， 研究者が 子供達 の 学

校 ス トレ ス をどの よ うな観点か ら測定 しよう として い

る の か が よ くわ か る。そ こ で こ こ で は ， そ の よ うな観

点か ら，過去 に わが国で 開発 さ れ た代表的な学校 ス ト
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レ ス 尺 度に つ い て 述べ て い く こ と に す る 。

　初め に 小学生 を対象 と した学校 ス トレ ス 尺度 に つ い

て見 てみ る こ と に す る 。 まず長根 Q991）は ， 「い らい ら

した り， 胸が どきど きした り， 或 い は焦 っ た りす る こ

と が あ る か 。」と い っ た よ う に ， 主 に 子供達 の 「情緒 的

変化」の観点か ら小学生 の学校ス トレ ス を測定 しよう

と した 。 ま た 嶋田 ら （1992 ）も，「情緒的変化 」の 観点 か

ら 「い や な気分 に な っ た こ との ある頻度」を もと に小

学 生の 学校 ス トレ ス を測定 し よ うと した 。 そ して ， こ

れ らの 小学生版学校ス トレ ス尺度を因子 分析 して み る

と， 共 通 して 「先生や 友達 と の 人 間関係」， 「学業成

績」， 「授業中の発表」 と い っ た 因 子 が 抽 出 さ れ た 。一

方，後 に 嶋田 ら （1994）が 開発 し た尺度 は ， 前述 の 尺度

と異な っ て ， 総合的な観 点 か ら ス トレ ス を測定 し て い

る と こ ろ に大 き な 特徴があ る 。 すなわ ち ，
こ の 尺度 は ，

「情緒 的変化 」の み な らず，「行動的変化」， 「生 理的変

化」の 観点か ら も項目が作成され て い る。そ して，こ

の 尺 度 を因子 分析 し た と こ ろ，「身体的反応」， 「抑 う

つ ・不安感情」， 「不機嫌 ・怒 り感 情」，「無気力」 と い

う 4 つ の 因子 が 抽出 さ れ た 。 従っ て ， 多角的 に 子供達

の ス トレ ス を測定 し た い 場合 に は
，

こ の 嶋 田 ら （1994＞

が 開発 した 尺度が 良 い と い え る が ， 必 ず し も学校場 面

に 限定 し て い な い の で ，学校 ス ト レ ス に 焦点 を当て た

研究に は や や 不向 きで あ る と い えよ う。

　 次 に 中学生 を対象 と し た学校ス トレ ス 尺度に つ い て

見 て み る こ と に す る 。 ま ず岡安 ら （1992）は
， 嫌 悪的 な

出来事経験 の 頻度を も と に学校ス トレ ス を測 定す る尺

度 を開発 し て い る 。
こ の 尺度は

， 前述 の Holmes ＆

Rahe （1967） の 「社会再適応決定尺度」に よ く似 て お

り，因子分析 に よ っ て 「教師 と の 関係」， 「友人関係」，

「部活動」， 「学業」 と い う 4 つ の 因子 が抽 出 され て い

る。また岡安 ら （1992）は ， 「情緒的変化」及び 「生理 的

変化」の観点か ら ス ト レ ス を測定 す る 尺 度を開発 し て

い る。そ し て ，そ の 尺度 を因子分析す る こ とに よ っ て ，

嶋田 ら （1994）の 小学 生版 学校 ス ト レ ス 尺 度 と同じ よ う

な 「不機嫌 ・怒 り感情」， 「身体 的反応」，「抑 うつ ・不

安感情」，「無力的認知 ・ 思考」と い う 4 つ の 因子 を抽

出し て い る 。

　 最後に 高校生 を対象に した学校 ス トレ ス 尺度 とし て ，

坂野 ら （1994〕が 開発 し た 尺 度が 挙げ ら れ る 。 こ の 尺度

は ， 「情緒的変化」と 「行 動 的変化 」の 両面 か ら，学校

ス トレ ス を測定 し て お り，因子分析に よ っ て ， 「不合理

な信念」， 「心理 的 ス トレ ス 反応」，「学校適応感」 と い

う 3 つ の 因子 を抽 出して い る 。

　 こ の よう に ，学校 ス トレ ス 尺度 は ， そ れ ぞ れ 異な っ

た観点か ら項 目が 作成 さ れ て い る の で ， 算出 され る学

校ス トレ ス 得点 の持 つ 意味に は十分注意 し て お く必要

が あ る 。 例 えば，1生 理 的変化」の観点か ら測定 さ れ た

学校ス ト レ ス 得点 と 「情緒 的変化 j の 観 点か ら測定さ

れ た学校 ス トレ ス 得点 と は意味的 に は異 な る得点で あ

る と考え ら れ る 。 ま た ， 学校 ス トレ ス を単
一

の得点 で

表 わ す の は危険 で ，下位尺 度ご と に 得点を算出し ， プ

ロ フ ィ
ール を描 くな ど し て 多角的に 個人 の 学校 ス トレ

ス の 構造 を分析 する こ とが 必要で ある と思わ れ る 。

4． 生理的指標を用 い た学校 ス トレ ス の 測定

　さ て ， 人間 は ス トレ ス を感じ る と ， 交感神経が働 い

て 心 拍数の 増加 ， 血 圧 の 上昇，発汗 とい っ た生理的反

応 の 生 じる こ と が 一般に知 ら れ て い る 娃 ，1991）。 また

Klein 〔1945）， 河 野 ら （1989），神保
・
山崎 （1988） も述 べ

て い る よ う に ， ス ト レ ス が増大す る と ， 胃腸系 の 症 状

を初 め とす る様 々 な生理的反応が 一般 に 生 じ る こ と が

わ か っ て い る 。 こ れ らの こ とか ら ， 学校 ス トレ ス と生

理的反 応 と に は密接 に 関連 し て い る と思わ れ る が ， 学

校 ス ト レ ス 尺 度に よ っ て 算 出 され る得点と生理的指標

との 関連性 に関す る研究は ， 現在ま で あま り行われ て

い な い の が現状で あ る 。 テ ス ト不安研究 に お い て は，

質 問紙調査 と生理的測定 と の 関連性に つ い て は従来 か

ら様々 な研 究が行 われ て きた。そ こ で ，こ こ で は，Phii・

lips　U97S＞も述べ て い る よ うに 「学校 ス ト レ ス 」と密接

な関連 があ る と され る 「テ ス ト不安」に焦点 を当て ，

テ ス ト不安 得点 と生 理的指 標 と の 関係 に つ い て ，「ス ト

レ ス 」 の 問題 と関連づ け な が ら見て い くこ と に す る 。

　
一

般 に ス ト レ ス が か か りやす い テ ス ト場面 で は，心

拍数 や血圧 と い っ た生理 的指標値 も 上昇す る と言わ れ

て い る。例 えばtBliss ，　 E．L．　 et 　al ．（1956＞t　 Franken ・

haeuer （1976 ），
　 Naliboff　et　al．｛1976） と い っ た 研 究 に

お い て ， テ ス ト状況 に 直面 す る と ， 生理 的反応水 準が

有意 に 上昇す る こ と を確 か め て い る。また ，Deffenba −

cher （1986）は，テ ス ト中 ， 高テ ス ト不安児は低テ ス ト

不 安 児 よ り も生理的 指標 の 1 つ で あ る心拍数が 高 くな

る こ と を明 ら か に し て い る 。 さ ら に
，

Fujii（1993） は，

テ ス ト中 に 継続 して 心拍数及 び血圧 を計測 し た と こ ろ ，

テ ス ト不安得点の高 い 子 は ， テ ス ト中 ， それ ら の 生 理

的指標 は上昇 し続 け る の に対 し て ， 逆に低 い 子 は下が

り続け る傾 向 の あ る こ とが わ か っ た。しか し，ス ト レ

ス が あ ま りか か ら な い ゲーム 状況時 に はそ の ような傾

向 は見 られな か っ た。こ の よ うに ， ス ト レ ス は子供達

の 生理 的反応 と密接 に 関連 しあ っ て い る と思われ る 。

Mandler ＆ Kremen 　｛1958）に よ る と ， 現在
一

般 に使用

さ れ て い る 生 理的反応 の 指標 は，心拍，筋肉緊張 ， 皮
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膚温度 ， 血圧 の 4 つ で ある 。 そ こ で ， 次に，そ れ ら の

生理的指標 と質問紙 に よ っ て 測定 され る テ ス ト不安得

点 と の 関連性 に 関す る研究を見て み る こ と に す る。

　 まず心拍 と テ ス ト不安得点 と の 関係で あ る が ， Dar・

ley＆ Katz 〔1973｝に よ る と ， 小学生に お い て は ゲーム

の 時よ りもテ ス トの 時 に よ り心拍数 が 多 い が ， テ ス ト

不安得 点 と の相関は見ら れ な い こ と を明 らか に して い

る 。 同様 に Morris ＆ Liebert （1970）も， 心拍数 と テ

ス ト不 安得点 と の 間に は関連性が な い こ とを確 か め て

い る 。 さ ら に ， Holrayd　et　aL （197s）や Engel　 G972｝
は，テ ス ト中 に お け る 心 拍数 と状態 不 安得点と の 問 に

も有意な相関が 見ら れ な い こ と を報告 して い る 。 次 に

筋肉緊張 と テ ス ト不 安得点 と の 関係 で あ る が ， Bist・

1ine　 et 　 al ．（1976） に よ る と ， 筋肉緊張 は評価 ス トレ ス

に反応 し て増加 するが ，こ れ らの 増加 は Test　Anxiety
Scale （TAS ）得点 と関連が な い こ と を報告 し て い る 。

また ， 皮膚温度 と テ ス ト不安得 点 の 関係 に つ い て も，

Pasdolf ＆ JamiesQn（1978） に よ る と ， 関連が な い こ

とを報告し て い る 。

　 こ れ ら の 研究結 果 か ら判断 し て ， テ ス ト不 安研究 に

お い て は ， 質問紙 に よ る テ ス ト不安得点 と生理的指標

と の 関連性 は殆 ど な い と思 わ れ る 。 他 に Candland
（1977）

，
Ho ］royd 　et　al，（1978 〕，

　 Hollandsworth　et　al．

（1979｝， Deffenbacher＆ Hazaleius （1980 ）と い っ た 多

くの 研 究 に お い て も， 同様 に 「テ ス ト不安得点 と生理

的反応 と の 関連性は存在 しな い 。」 と結論 づ けて い る 。

こ れ は ，あ る 意味 で 当然 の 結果 と い え る 。 つ ま P，質

問紙 に よ る テ ス ト不安得点 は，比 較的安定 した個 人 の

パ ーソ ナ リ テ ィ を表わ して い るの に対 して ， 生理 的指

標 は そ の 時点に お け る 心 の状態を示 して お り， そ の 数

値は時間 と と も に変化する の が普通 で ， 両者の相関を

採る こ と 自体無理 が あ る と い え よ う 。 特 に ，生 理 的指

標 は周 り の環境に大 き く影 響を受 ける可能性 が高い の

で ， 測定時期や 場所 に は 細 心 の 注意 を払う こ と が 必 要

と思わ れ る 。 また ，
Mandler ＆ Kremen （1958）は ， 心

拍 ， 発汗 ， 体温，呼 吸，胃感覚，皮膚 緊張 ， 顔 面赤面

と い う 7 つ の テ ス ト中に お け る身体変化に関する項 目

で構成 さ れ た Autonomic 　 Perception　 Questionaire
（APQ ）を開発 し た 。その 質問紙 に よ っ て 測 定さ れ る

生理 的指標得点 と実際の 生理 的反応 と の 相関 は ．22と

極め て 小さ い 値を示 し て い た。要す る に ，
こ れ ら の 研

究 か ら
， 質 問紙 に よ っ て 生理 的反応を測定す る こ とは

難 しい と い え よ う。

　 さ て ， ス トレ ス が 過大 に な る と 心身症 を引 き出す こ

とが
一

般 に 知 られ て い る 。 Sifneos 〈1977） は，「心身症

の 患者に は ， 共通 して ア レ キ シ サ イ ミ ア 佚 感情 症 ）傾

向が 見 られ る。」と述 べ て い る 。 つ ま り，心身症 の患者

は ， 自己 の感情 へ の 気づ きが 悪 く， 感清の言語 化 が 乏

しい た め に
， 身体症状 を は け口 と して ス トレ ス の 処理

が行 われ る結果，様々 な病気 を生 じさせ て い る と考え

ら れ る。従 っ て ， そ の よ うな人 々 に 対 して ， 現在の 自

覚症 状に関する項 目か ら構成 され て い る質問紙 の み に

よ っ て ，「ス ト レ ス 」を 測定す る こ と は危 険で あ る と思

わ れ る 。 つ まり質 問紙で 厂全 くス ト レ ス が な い 。」と判

断 さ れ た 場合，本 当 に 「ス ト レ ス 」 が た まっ て い な い

の か
， 或 い は 「ス トレ ス 」 を感 じる機能が う ま く働 い

て い な い の か を見極 め て お く必要が ある 。 そ う い っ た

こ と か ら ， 子供達の ス トレ ス 水準 は ， 単に ス トレ ス検

査 の み に よ っ て 判 断す るの で は な くて，心身症診断 で

用 い られ る ア レ キ シ サ イ ミ ア ス ケー
ル や前述 の 生理的

指標に よ る測定結果 を併 せ て ， 総合的に分析 し て い く

こ と が 必 要 で あ る よ うに 思わ れ る。今後，学校 ス トレ

ス 研究に お い て も， 学校場面 ごと の 生理的指標の 変化，

生理的指標 と質問紙に よ る学校 ス トレ ス 得点 との 関連

性 を明 らか に し ， 子供達を心 身症 か ら守る手だ て を早

急に 講 じ て お くこ とが大切 で あ ろ う。

5． 学校ス トレ ス の原因

　 Freud（1949） に よ る と，ス トレ ス を生 み 出す原因 と

し て 「欲求不満 」， 「葛藤」， 「恐 れ j， 「身体的成長過程」

の 4 つ を挙げて い る。また ，
Klein＆ Lindemann（le61）

は，「重要な関係 の 欠如或 い は欠如す る こ と の 恐 れ があ

る ような状況」， 「対人場面 で人 に 出会 う状況」， 「社会

的地位や 役割関係 に 変化 が隼じる よ うな状況」 に お い

て ス ト レ ス が 生 ま れ る と し て い る。一
方 ，

Erikson

（1950）は ， 8 つ の 発達課題 が達成 され な い と，強 い ス

ト レ ス を感 じる よ うに な る と し て い る。特 に
， 学齢期

の 子供 は ， 学校 に お い て 「勤勉 さ」 とい う発達課題が

獲得さ れ な い と，社会の 競 争 に勝て な い ば か りで な く，

劣等感 を持 つ よ う に な る こ と を指摘 し て い る 。 ま た

Phillips（1978）も ， 個人 の 学校経験 が子供達の ス ト ン ス

水準 に 大 き な影響 を与 え て い る こ と を 明 らか に して い

る 。
つ ま り学校環境が ，後の 子供 達 の性格特性に大 き

な 影響 を与え て い る と思 わ れ る の で ， 学校 ス トレ ス の

原 因 を探 っ て お くこ と は ， 非常 に 大切 な こ とで あ る と

思 わ れ る 。

　さ て，学校 ス ト レ ス の原因に関す る先行研 究 に は，

大 き く 2 つ の 流れ が ある 。 まず第 1の 流 れ は ， 「学校環

境」の観点か ら学校 ス ト レ ス を生 み出す原因 に つ い て

追求 した研 究 で あ る 。 こ こ で は ， 特 に 教餔の 子供達 に

対す る態度の観点か ら盛ん に 研 究 が行 わ れ て い る。例
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え ば ， Nicholson （1958 ），
　 Sarason （1961〕

，
　 Denny

（19．　66），Splelberger＆ Smith （1966＞ に よ る と，教師

が成績重視の 教 育を行 う こ と は ， 子供達 の学校 ス ト レ

ス 水準を大 い に高め る 原因 に な っ て い る こ と を明 らか

に し て い る 。 また ， テ ス ト不安研究に お い て も ， 教師

の 否定的 な評価 は ， 子供達の テ ス ト不安 水準 を高める

大 き な 要因 に な っ て い る こ と を 確か め て い る （Cox ，

1968；Shelton＆ Hill，1969；Kazma ，1970）。 また ，
　 Hi11（1972 ＞

は ， 「テ ス ト不安は初期 の 学校生活 に お け る評価 経験 に

対す る反慈の結果生 じ る 。 」と述 べ
， 教師 の 評価が 子供

達 に 及 ぼ す影響 の 重大 さ を指摘 し て い る 。 また ， 教 師

自身の 不安水準が生徒の テ ス ト不 安 に 影響 を与 え て い

る とい う Doyal ＆ Forsyth　Cl973）の研究 もあ る。 こ の

よ う に ， 学校 に お け る 教師 の 態度は少な か らず子供達

の 学校 ス トレ ス 及び テ ス ト不安水準に 影 響 を及 ぼ して

い る こ と が過 去 の 研 究か ら明 ら か に な っ て い る 。 また ，

現在 学校現場 で問顯 と な っ て い る 「い じめ」も ， 「学校

ス ト レ ス 」 と密接 に 関連 し て い る と思わ れ る 。 例 えば

田村 （ユ995）は ，
い じ め られ経験 に よ っ て ，子供 達が本

来持 っ て い る精神的な健康が 損な わ れ て ， 慢性 ス トレ

ス の 1 っ の症状 と さ れ る抑 うつ 傾向 が 高 ま る こ と を指

摘 して い る。 また ， Bandura （1973＞は ， 人間が ス トレ

ス 状況 に 陥る と ， 他人 に 対 して 暴力な ど の 攻撃反応 を

示す よう に な る こ と を明 らか に し て い る。さ らに 嶋 田

（1995 ）は ， 「友人 関係」 に か か わ る ス ト レ ス は ， 「抑う

つ ・不安 」 を中心 に殆 ど す べ て の ス トレ ス 反応 に 影響

して お り，友人関係 を め ぐ る ト ラ ブ ル は学校 ス トレ ス

を生み 出す大 き な要因 に な っ て い る こ と を指摘し て い

る。 こ れ らの研究か ら， い じ め られ る側 もい じめ る側

も何 ら か の 「ス ト レ ス 」 を感 じて い る こ と がわ か る 。

まさに 「い じめ」 は 「学校 ス ト レ ス 」 と密接 に 結 び っ

い た 現象 と い えよ う。今後 は ， 学校環境の 入的要因の

みな らず ， 物理的要因に 焦 点 を当 て た研究が 望 ま れ る

と こ ろで あ る。す なわ ち ，学校立 地 ｛例 ：家庭 と学校 と の

距 離）， 学校の 空 間配置 （例 ： 多様 な施 設）， 教室 環境 ｛例

：規模，オープ ン ス ペ ー幻 と子供達 の 学校 ス トレ ス 水 準 と

の 関連性に つ い て 明 らか に し て お くこ とが必要 で ある。

　 第 2 の 流れ は ， 「失敗経験 」の 観 点か ら学校 ス トレ ス

を生 み 出す原因 に つ い て 追求した研究で あ る。Hall ＆

Lindzey （1957） に よ る と，「自己 の 存在 を脅 か す 経験

は，ス トレ ス フ ル で恐れ とし て 認 識 され る 。 」と述べ て

い る 。
こ の 自己 の 存在 を脅か す 経験は様々 考え られ る

が ， 最 もス ト レ ス を感 じや す い の は失敗経験で あろ う 。

特 に 過去 の 学業達成場面等に お ける失敗経 験 が 学校 ス

ト レ ス を生 み 出す大 きな原 因 と な っ て い る こ と が ，
い

くつ か の研究 （G 。rdon ＆ Berlyne，1954；Marlett＆ Watson ，

1968；Finch，　Kenda11，　Montogomery ＆ Morria，1975＞ に お い

て 明 ら か に さ れ て い る 。 同様 に テ ス ト不安研究 に お い

て も， 失敗 経験 は子 供達 の テ ス ト不安水準を高め る原

因 と な っ て い る こ と が 明らか に され て い る。例 えば，

Bradshaw ＆ Gaudry （1968）は ， 失敗経験 を した 子 供

達は成功経験 を し た 子供達よ りも テ ス ト不安 得点が 有

意に 高い こ と を確か め て い る 。ま た Covington 　et　aL

（1gs6）も，子 供達の テ ス ト不安水準 と子供達 の有能感

や 自己価値感 を減少 さ せ る失敗経験 と の 関連 性 を指摘

して い る。 同様に Dweck （1976｝ も， 「高 テス ト不安児

は ，

一
般 に過去 に失敗経験が 多 い た め に失敗及び批判

回避動機が 強 い
。 」と述 べ て い る。一方 ， Katchnar 　et

al．11958）に よ る と，失敗経験 は ， 高テ ス ト不 安児 に お

い て は課題 に 対する有能感 を減少さ せ る け れ ど も， 低

テス ト不安児に と っ て は 逆 に成績向上 の 原動 力 に な る

こ と を明 らか に して い る。彼 ら の 研究結果 は ， 失敗経

験 は，高テ ス ト不安児に は マ イナ ス の 効果 を もた らす

け れ ど も， 逆 に低 テ ス ト不安児 に と っ て は プ ラ ス の 効

果 を も た ら す こ と を意味 して お り， 大変興 味深 い 研究

結果で あ る。同様 に ，Mandler ＆ Sarason（1952 ＞に よ

る と，人の 失敗の 経験 は ， 低 テ ス ト不 安児よ り も高テ

ス ト不安児 の 成績に お い て 重 要な変数に な っ て い る こ

とを明 ら か に し た 。

一
方 ，

ス ポー
ツ 不 安研究に お い て

も，Coddington ＆ Trowell （1980）が ， 「最近否定的な

生活の 出来事を経験 し た フ ッ トボール プ レ ーヤーは ，

グラ ン ドで 重大な怪我 をす る傾 向があ る 。 」と述べ て い

る。 こ れ らの研究 か ら，失敗経験 は ， 子供達 の 学校 ス

トレ ス 水準 を高め る大 きな原 因に な っ て い る よ う に 思

わ れ る。今後 は現在問題 と な っ て い る 「い じめ」 と学

校 ス トV ス と の 関連性等 に っ い て も詳細 に 検討 し て お

く必要 が あ ろ う 。

　 以上，内外 の 学校 ス ト レ ス 研究の現状 を見て きて，

こ の 種の研究は よ うや く軌道 に乗 っ た ばか りで ， テ ス

ト不安研 究 と比較 して 必 ずし も過去に行わ れた研 究 は

多 くな い の が現状で あ る e し か し
， 「学校 ス トV ス 」の

視 点 か ら，「い じ め 」や 「登校拒否」とい っ た現代 の 学

校現場が抱え て い る様々 な問題 を見 つ め て お く こ と は ，

今後の 学校教育 の在 り方 に つ い て 考 えて い く上 で 非常

に 重要 で ある と い え よ う。つ ま り子供達 の学校 ス トレ

ス を低減 さ せ る ため に は ， 家庭，学校 ， 地域が何 を な

す べ きか を解明す る こ と は ， 「い じめ」や 「登校拒否」

を生 み 出 さな い 環境作 りに つ な が る と思わ れ る か らで

ある。今後 ， 学校現場 と密接に 関連 した様々 な学校ス

トレ ス 研 究 が 望 まれ る と こ ろ で あ る 。
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