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　This　 study 　was 　conducted 　to　investigate　the　relationship 　among 　dweUing　environment 　evaluation ，
mothers

’feelings　toward　childrearing 〔in　this　study ，　mothers
’fee巨ng 　that　childrearlng 　 is　 restricting

Lheir　 other 　activities ），　and 　 childrearing 　 attitude ，　The 　 questionnaire　 regar 〔hng 　dwening 　 environment

and 　 chndrearing 　 were 　djstTibuted　in　Tokyo　 and 　Chiba　district　to　 moLhers 　 wiLh 　young 　 ch 重1dren．　The

completed 　answers 　from　841　mothers 　were 　used 　for　the　analysis ．　Through 　factor　analysis
，
　four　factors

were 　eXtracted 　frorn　items　representing 　dwelling　environment 　evaluation ，　namely
“
space 　Wi曲 the

house ，
”“

room 　 environment ，
”“

structure 　 of 　the　house
”

and
“

neighborhood 　 environment ．
’1
　 By　 using

multiple 　regression 　analysis ，　the　paths 　were 　drawn　from　factors　such 　as
“
space 　within 　the　house

”
and

‘‘
structure 　 of 　the　house ，

四
which 　are 　 considered 　the 　factors　to　induce　fee旺ng 　of 　one

’
s　activities 　being

restric しed 　due しo　 chjldrearing 　and 　eventually 　tO　affect　the　caring 　at廿tude　toward　ch皿drearing．　This
resul しindicates 　that　acquiring 　 satisfYing 　environment 　for　mothers 　eases 　the　mothers

’
negative 　feehng

tOward 　childrearing 　and 　eventua 且ly　develops　caring 　rela しionship　With しheir　children ．

　　 　　 　　　 　　 　　 　　 （Received　October　25，2001；Accepted血 revised 　form　May 　2
，
2002）
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　 1．は じめ に

　近年，子育て環境 の 問題 が ， 少子化問題 な どの 面 か

ら注目 され る ように な っ て きて い る．一
言 で 「環境」

と言 っ て も， 自然文化環境 t 人 間関係を含む杜会的環

境，そ して 家庭 ・近隣の 住環境があ り，こ れ らが相互

に 子育て に影響 を及 ぼ し て い る もの と考え ら れ る ．

　現在 まで は多 くの 場合 「子育て環境」 と言えば
， 主

に ソ
ーシ ャ ル サ ポ

ー
トな ど 社会 的な環境 を中心 に して

議論 され て きた 感が ある ．しか し なが ら、住環境の 質

そ の もの に つ い て検討す る こ とも今後重要 にな っ て く

る と考 え ら れ る ．平成 10年度の 厚生 白書 の 統計 に よ

る と，妻が理想の 子 ども数を持たない 理由と して 「家

が 狭 い か ら」 と回答 し た割合 は 13．4％ に もの ぼ っ て

い る （厚生省 1998）．また ， 東京都の 調査で も約 9割

が東京の少子化 に対 して 厳 しい 住 宅事情が影響 して い

ると回答 して い る
ー
（東京都住宅局 総務部住宅政策室

1998a）．こ れ らの結果は，秋山 （1998）や袖井 （1994）

が指摘 して い る よ うに，住 環境の 悪条件が子 どもの 発

達や 子育て をする母親に負の 影響を及ぼすこ とを，多

くの 人 々 が経験的 に予測 して い る こ とを示 して い る と

解釈 で きる ．

　 こ の ような子 ど もの 発達 と住環境 の 閲係 を早川 と 岡

本 （1993）は ，住環境が直接子 どもに与え る影響 と，

住環境の 影響が まず家族 に及び，それ が 子 ど もに作用

する とい う 2 種類に分類 して い る ．後者に つ い て早川

（1994）は，家庭内の 雰囲気，特に 母親 の 感情が子 ど

もに 影響 を及ぼすこ とが 多 く，「そ の 母親の 感情が住

居 の 状態 に よ っ て も左右さ れ が ちな こ と」に 注意 しな

けれ ば ならない と述べ ，その重要性を指摘 して い る．

Parke （1978），定行 （1986） も住環境 の 物理的 な条
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件が
， 子 ど も に直接的 な影響を及ぼ す だ けで は な く，

母親の 意識 ・行動 を通 して，間接的に影響を与え て い

るの で はな い か と述 べ て い る．

　で は実際に ，住環境の 状態は母親 に対．して 影響を及

ぼ して い る の で あ ろ うか、逢坂 （1991）は，東京都内

在住の 母親に対 して ，生活環境 と健康状態に 関する 調

査 を実施 し
，

母親の 神経症的傾向の割合と住環境 （住

宅構造 ・
居住階）の 関連性 を検討 した ．そ の 結果 ， 木

造 住宅 よ りも鉄筋 ・鉄骨住宅 に居住 して い る母親 の 方

が 神経症的傾向が強 く， また
，

こ の 傾 向は 居 住階 の 上

昇 に 伴 っ て 強 くなる こ と を報告 して い る．また 渡辺

（1982）は住環境か ら蒙る ス ト レ ス の 程度を示 す 「住

環境 ス トレ ス 」 と専 業主婦 の 健康と の 関連 に つ い て，

主 婦 344 人 を対象 と し た 調査の 結果 か ら
， 「住環 境ス

トレ ス 度」 が大 きい ほ ど心 身不 健康度 が高 い とい う こ

とを明らか に した．こ の 結果に つ い て 渡辺 （1985a）

は
， 住居 の 物理的条件は居住 者 に生理 的 ・心理 的 ・行

動的な影響 を及ぼ して お り，個人 に とっ て好 まし くな

い 側面 は
， 住 環境ス トレ ス と して

， 居住者 の 精神的健

康に も何 らか の かか わ りあい をも っ て い る と考察 して

い る ．さら に
， 河野等 （1996）は

， 高層集合住宅 に 居

住する母親 181人 を対象 とし，母親の 生活環境へ の 満

足度 と自覚的健康度の 関連性 に つ い て 調査を行 っ た ．

そ の 結果，生 活環境 に対する満足度が低 い 母親は精神

的不調が多 い とい う傾向が見 られた こ とか ら，生活環

境へ の 満足度 は 自覚的健康度 （特に 精神的健康度） と

関係があ る こ とを指摘 して い る ．こ れ らの研究結果か

ら
， 住環境 が 母親 の 感 惰や精神面 に 影響 を及ぼ して い

る こ とが推察 される．

　次 に，住環境に よ っ て 影響を受けた母親の 状態 と子

どもの 発 達 との 関係 に つ い て 指摘 して い る研究と して，

Oda　 et　 al．（1989）が行 っ た，集合住宅に住む子 ども

の 自立行動 の 発達 に つ い て の 調査 が挙げ られ る．Oda

et・at．（1989）は
， 高層階居住が子 ど もの 発達に及 ぼ す

影響 と して
， 基 本的生活習慣 の 自立 の 遅れを指摘 し，

そ の 原 因 と して ，高層階に な る ほ ど母子密着が強 くな

りや す く，その 結果 ， 子 どもの 自立行動 の 発達が遅 れ

るの で は な い か と述 べ て い る．さら に 「高層階に住む

子 どもの 自立 の 遅れ の 根本的原因は養育者で ある母親

の 態度で あ り
，

そ れ を高層 とい う住環境が 助長 し て い

る と い うこ とが 言え る 」 （織 田 と 日暮 1991）と考察 し

て い る．また渡辺 （1985b）は
， 集合住宅で の 子育て

とス ト レス に つ い て検討 して お り ， 隣近所 へ の 気兼 ね

や子 どもの 事故 に対 す る不安感な ど，住環境は母親の

潜在的 ・顕在的な ス トレ ス と な っ て お り ，
こ の よ うな

ス トレ ス は子育て期 に相当する 20 代の 主婦 に高 い と

い うこ とを指摘 して い る．

　 で は，住環境か ら受 ける ス トレ ス は子育て に対する

意識 や 養育態度 との 間 に どの よ うな関係 があ る と考え

られ る だ ろ うか ．子育て 中の 母親は ，子育て をする こ

とに喜 びや 楽 しさを感 じる と同時に ，育児に対す る不

安や育児ノ イ ロ ーゼ
， 子 どもを育て て い く上 で の悩み

事や煩 わ しさか ら派生す る様 々 な感情 を持 つ と考え ら

れ る ．後者の よ うな感情 を包括的に 述 べ た もの が 子育

て に 対 す るス トレ ス で あ るとされ て い る （戸 田 2000）．

こ の よ うな 子育て に対す る ス ト レ ス に影響 を及 ぼ し て

い る要 因は，先行研究 か ら数多く明 らか にされ て きて

お り，父親の サ ポ
ー

トや 母親自身の社会的な 人 間関係

（牧野 1982，1988），母親 の 就 業 や生育家族 へ の 良好

なイ メージ （坂 間等 1999）な どが報告 され て い る．

　子 どもを育て る こ とに対する煩 わ しさや困難 ， 不安

感は，子 どもに対する態度に影響 を及ぼす と考え られ

る．子育て に 対 して 否定的な感情 を 持 っ て い る と
， 子

ども に対する態度 も拒否的，無関心 など，子 どもの 発

達 に 対 して ネ ガ テ ィ ブ な影響を 及ぼ す もの に な る と 予

測され る．Simons　and 　Johnson （1996）は，日常生活

で 経験 され る ス トレス （Life　Stress）は，親 の パ ー
ソ

ナ リテ ィ
ーや 感情的な健康度 （Emotional　Well−being）

を媒介と して，養育態度の 質に影響 を及ぼ す と指摘 し

て い る 。以上 の よ うな知見か ら， 住環境か ら受け る ス

トレ ス は，子育て に対する意識に も影響 を及ぼ して お

り ， 最終 的 に 子 ど もに対す る行動や態度 に 影響 が 及 ぶ

とい う因果連鎖を想定す る こ とが で きる だ ろ う．

　 こ れ まで 述べ て きた よ うに，住環境 と子 どもの 発達

との 関係 に つ い て は，現在 まで 種々 の 調査 ・研究が な

され て い る が，環境が 母親 を媒介 として子 どもの 発達

に及ぼ す 影響 に注目 して行われた研究はあ ま り見当た

らない と思われ る．織 田 （1990）や渡辺 （1985b）の

研究に お い て は ，こ の 因果連鎖の 可能性が指摘 され て

はい る が ，先行研究はその ほ とん どが各要因 （住環境，

母 親の 条件 ・状況 ，子ど もの 発達状態など）間 の 関係

に つ い て それぞれ個別に注 目して調査 した もの と考え

られ る．しか しなが ら，先行研究の結果な どを検討す

る と
， 住環境 ， 母親そ して 子 ど もの 発 達 の 因果 関係 に

つ い て 検 討す る意義 は 大 きい と言 え よう．そ の ために

は
， 子 ど もの 発達 と深い 関 わ りが あ る よ うな母親側 の

要 因に対 して ， 住環境 が及 ぼす具体 的な影響 に つ い て

検討する こ とが必要だ と考 え られる．よっ て ，本研究
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図 L 子 育 て をめ ぐる住環境，子育て に対する意識，養育態度 間 の 関係の モ デ ル 図

は
， 住環境が 母親を介 して子 どもの 発達に及 ぼ す影響

の 解明とい う視点か ら，母親が持 っ て い る子育 て に対

す る意識 や養 育態 度 に ， 住環境が 及 ぼ す影響を実証的

に明 らか に して い こ うとする もの で ある，

　 2．目　 　的

　本研究は住環境の 諸条件が母 親に 及ぼす影響に つ い

て検討する こ と を目的と して い る ．具体的に は
， 図 1

に示すように，住環境，子育てに対 する意識，お よび

養育態度 の 三要因間の 関係に つ い て検討する，

　 3．方　　法

　〔1） 対　 　象

　東京都 （東京都西部 の 隣接する 2 特別 区，人 口 はそ

れ ぞ れ 5el
，
018 人 ・641，930人）お よび千葉県 （東京

都近郊 の 人 口 433，545 人 の市）在住の 母親 を対 象と し

た （人 口統計 は 東洋経 済新聞社 （2000）に よ る ）．い

ずれ の 地域 も都心 まで の ア クセ ス が比較的 よく，住宅

地の 多 い ベ ッ トタウ ン と考え られ る地域 で ある ．こ れ

らの 地域 に居住する 母親 1，881人 に質問紙 を配布，そ

の うち 1，081名分 を回収 し （回収 率 ：58．0％） し，本

研究で 使用す る 項 目 に 欠損値が ない 841 人 を分析 の 対

象と した．

　  　調査手続 き

　2000年 6 月〜8 月の 間，東京都内の 児童館 3館 で実

施 され て い る親子 を対象 と した グ ル ー
プ活動 （0− 3

歳児対象〉 に 参加 して い る 母親に ，当日 の 活動の 最後

に 質問紙 を配布 し，次週 の 活動の 際に 回収 した．また ，

低 年齢 の 子ど もと親 の ため に開放 し て い る都内の 施設

に 来場 して い る 母親に個別 に質問紙を配布 し，郵送回

収 を行 っ た．さらに 2000年 10 月に も千葉県内の 保育

園 13園 で 質問紙 を配布 し，後日 回収 し た ．

　（3） 調査内容

　1）　住環境評価に 関する項目 ：28項 目

　住 環境か ら受け る ス トレ ス は ，住環境に お い て 経験

する不満 や 困難の程度に よ っ て 測定する こ と が可能 で

あ る と考え ら れ る （渡辺 1985a）．そ こ で ，本研究に

お い て も，自身が住居や 近隣環境に お い て経験 して い

る困 り事 の 評価 に よ っ て
， 住環境か ら受け る ス トレ ス

の 指標 とする こ と に した．

　今回の 調査で 用 い た 住環境評価 に 関 す る 28 項 目

（主に住居 内に 関す る項 目 15項 目，近隣環境に 関する

項目 13 項目 ：Appendix 　l参照）は ，松本 （1997）が

行 っ た 育児環境に関す る調査に お い て ，育児中の 母親

か ら得 られた住環境の 不満な点 ・困 っ てい る点に対す

る 自由記述回答 を分類 ・整理 した もの をも とに設定 し

た項目であ る．こ れ らの 項 目に対 して
，
1 ： まっ た く

あて は まらない 〜5 ：非常 にあて は まるの 5 段階評定

で 回答 を求 め た．

　 2） 子育て に対す る意識 ：10 項目

　牧野 （1982）に よ る育児不 安尺度項 目な ど を参考に

計 ユ0項 目を設定 した．具体的な項 目は，「育児の ため

に 自分 の 好 きな こ とが で きな い 」「自分
一

人で 子 ど も

を育て て い る と 圧迫感 を感 じる」な ど の 10項 目であ

る．こ れ らの 項 目に対 して，1 ：ま っ た くあ て は ま ら

な い 〜4 ：あ て は ま る の 4 段 階 の 評価 で 回答 を求め た ．

　 3）　母親の 養育態度 ：15項 目

　養育態度 の 測定方法 と して ，本研 究 で は ，信 頼性 ・

妥当性の 検討，精神医学的研究も数多 く行われ，現在

で は世界 的に広 く使 わ れ て い る親子関係指標で ある

（竹内 1999 ），
Parental　 Bonding 　 Instru皿 ent （PBI ）

（Parker　l979）を 自分の 子 ど もに 対する 態度を測る よ

うに 変えた もの （菅原等 1999） を用 い た．こ れ ら全

15項 目 に 対 して ， 1，ま っ た くあ て は まらな い 〜4．

あ て は まる の 4 段 階 で の 回答 を求めた．Parker 　 et 　 al ．

（1979） は，養育態度 と し て 暖か い 養育態度を表 し て

い る
“
Care

”
と子 ど もに対 す る 干渉 を表 して い る

“Protection”の 2 因子 を設 定 して い る が，先行 研 究

か ら，前者 の
“
Care

”
は 安定 し た 構造 を持つ が ，後者

の
“Protection” は，当初想定 され て い た 1 因子構造で

は な く，2 因子 に 分 かれ て しまう場合 もあ り，構造が

不安 定で あ る こ とが指摘 され て い る （成田等 1998）．

そ こ で 本研 究 で は，安定 した結果の得 られ て い る 因子

「暖か い 養育態度 （
“Care”）」 に属 する 8項 目 （「暖か
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表 1．住環境評価に関する項 目の 因子分析結果

因子
質問項 目 平均値 （SD ）

1 且 皿

エ　 ス ペ ー
ス （a ＝O．75）

　家 が 狭 い の で 友人を呼 ぷ こ とが で きない

　子 ど も の た め の ス ペ ー
ス は 十分あ る （逆）

　自分の ための 場所がない

　収納 ス ペ ース は十分で ある （逆）

　ベ ビーカー・三 輪車 の 置 き場所 が ない

U　 近隣環境 （cr＝O．69）

　こ の 地域 は 静か で あ る （逆）

　こ の 地域 の 空気 は悪 い

　車や 電車が 通 る とうる さい

　緑 や 自然 に 囲まれ て い る （逆）

皿　室内環境 （α
；O．　75＞

　日当た りが悪 い

　風通 しが悪 い

IV　住居 の つ くり （a ； O．62）
　室内に 段差 が多い

子 どもに 目 が届かない 場所 が あ り不安だ

　階段 （室内
・
室外を含 む） の 昇降がつ らい

14，06　（4．52）

ll．62　（3．39）

4．09　（1．94）

5．43　（2．10）

0．75　　0．01
0．68　　0．08

0，60　　0．11
0．58　　0．10

0．42　　0．14

0．09　　0，83

0．08　　0．56
0，07　　0．53

0．10　　　0．50

0．14　　　0．ユ7
0．08　 − O．03

0．12　　　0．15
0．04　　　　0．00

0．07　　　G．13

0．Ol　　− 0．04

0．03　　 0，08
0．00　　　0．12

0，04　　− 0．08

0．13　　　0，04　　　　　0．88　　　　0．02

0，19　　0，04　　　　0．64　　　0，08

　0，13　　0，00　　　　0．06　　　0．62
− 0．03　　　0．04　　　　　0．14　　　　0．62

　0，18　　0．03　　− 0．09　　　0．53

因子負荷量 2乗和

寄与率 （％）

累積寄与率 （％）

2．04　　　 1，59　　　1，27　　　1，16
14．57　　　11，34　　　9，04　　　8．30

14．57　　25．90　　34．95　　43，24

N ＝841．

く優 し い 声で 話 し か けて い る」 「ほ め て あげて い な い

（逆転項 目）」な ど）を分析 に使用 した．

　4）　フ ェ イス 項 目

　母親 の 年齢 ， 住居 の 広 さ，家族構成 ，集合 住宅 ・一

戸建て住 宅 の 別な どに つ い て も回答を求めた．

　 4．結　　果

　（1） 回答者の 属性

　本研 究の 回答者平均 年齢 は 33．3歳 （SD ≡4，78）で

あ っ た．平均 住居 面積 は，71．Om2 （SD ＝ 38．39）で

あ っ た ．全体 の 47．2％ が持 ち家 に 住 ん で い た．さら

に，集合 住 宅 と
一

戸 建て 住宅 の 割 合 は，集合住 宅

64．2％
，

一
戸 建て 住宅 35．8％ で あ っ た ．ま た

， 家族

の 人数 の 平 均が 3．　79人 （SD ＝1．04），子 ど もの 数が

1．64 人 （SD ＝ O．　75），で あ っ た．

　（2＞ 各指標の 因子分析結果 と尺度の 検討

　住環境評価 に関 す る項目 ：住環境評価 に 関す る 28

項 目を主 因子法 （Varimax 回転）で 因子分析 を行 い
，

固有値 LO 以上 で 抽出 され た主因子に つ い て ，共通性

が極端に 低い 項 目 や 因子負荷量が 0．40 未満の 項 目を

除外 し な が ら繰 り返 し 因子分析 を行 っ た ．そ の 結果 ，

最終的に 4 因子が抽出 され， こ の 4 因子で 全体の 分散

の 43％ を説明 して い た．因子分析の 結果を表 1 に示す．

第 1 因子は ス ペ ー
ス に 関連 した困 り事 を表 して い る項

目の 負荷が高 い こ とか ら
‘‘
ス ペ ース

”
因子 （5 項 目）

と解釈 した ．第 2 因子 は 近隣環境 の 質に 関連 し た 項目

が高 く負荷 して い る こ とか ら，
“
近 隣環境

”
因子 （4 項

目） と した ．第 3 因子 は 日当た りと風通 しの 項 目に 高

く負荷 して い る こ とか ら，
“
室内環境

”
因子 （2項 目）

と し，第 4 因子は住居の つ くりか ら派生する 困 り事 に

関す る項 目か ら構成 され て い る こ とか ら，
“
住居 の つ

くり
”

因子 （3 項目）と した ．各因子 の α 係数は 0．62〜

0．75 の 範囲 で あ っ た ．以 下 の 分析 で は ，困 っ て い る

度合 い が強 い （住環境か ら受 ける ス トレ ス が高 い ）ほ

ど高得点に な る よ うに 各項 目の 素点を換算 し
， 各因子

グル ープ毎に構成項 目の 素点を単純加算 した合成得点

を用 い た．

　子 育て に対 す る意識 ：子育て に対 する 意識 10項 目

を，主 因子法 （Varimax 回転）で 因子分析 を行 っ た と

こ ろ
， 固有値 LO 以 上 で 2 因子 が 抽出され た ．共通性
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表 2．子育て に対する意識 に関する項 目の 因子分析結果

質問項目 平均値 （SD） 1 H

1　 子育 て に よ る 活動制限感 （α
＝0．79）

　自分
一

人で 子 ど もを育 て て い る と圧迫感を感 じる

子 ど もの 相手ば か りで，大 人 との 会話 が した い と思 う

子どもの こ とが煩わ し くて い らい ら して し まう

毎 日毎 日，同 じこ との 繰 り返 し しか して い な い と思 う

育児を面倒 くさ く思 う

育児 の た め に 自分の 好 き な こ とが で きない

　自分 は社 会 か ら取 り残 さ れ て い る よ うな気 が す る

H　育児肯定感 （α ＝ 0．65）

育児は 楽しい

育児をす る こ とに よ っ て 自分も成長 して い る と思 う

15．68　（3．95＞

3．41　（L21 ）

0，65　　　0，11
0．61　　　0．07
0．61　　　 0．39

0，58　　　0，17

0．54　　　　0．39

0．52　　　0．ll

O，50　　　0。06

O．18　　　0．82

0．07　　　0．55

因 子負荷量 2乗和

寄与率 （％）

累積寄与率 （％）

2．35　　　1．33
26．05　　14．77

26．05　　40．82

ハ！＝841．

表 3．暖か い 養育態度項 目の 主成分分析結果

質 問 項 目
　　　 　　　　 主成分
平均値 （SD ）
　 　 　 　 　 　 　 　 1

暖か い 養育態度 （cr＝0．86）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26，13 （3．65）
OO ち ゃ ん に 優 し く接 して い る

OO ち ゃ ん に よ く微笑み か けて い る

○ ○ ち ゃ ん に 色 々 な こ と を 話 しか け るの を 喜 ん で い る

○○ ち ゃ ん に 対 して 暖か く優 しい 声で 話 しか け て い る

○○ち ゃ ん の 気持 ち を理解 して い る

○○ち ゃ ん に 対 して 冷 た い （逆）

○○ち ゃ ん をほ め て あげて い ない （逆）

○○ち ゃ ん が 必 要な こ とや 望 ん で い る こ とに理 解 を示 して い な い （逆）

O．820
．820
．750

．720

．710

．640
．590
．57

因 子負荷量 2乗和

寄与率 （％ ）

4．0250
．　29

N ＝841．

が極端に低 い 1 項 目を除 き，再 び因子分析 を行 っ た結

果，2 因子が抽出 され た． こ の 2 因子で ，全 体の 分散

の 41％ を表 して い た．因子分析の 結果 を表 2 に示す．

第 1因子 は育児に よ っ て 自身の 活動 が制 限 され る こ と

に 関連 した項 目 に負荷が高 い の で ，
“
子育 て に よ る 活

動制限感
”

（7 項 目）と解釈 した （以 下 ，
’t
活動制限感

”

とす る），こ れ は子育て に 対す る否定的 な感情で あ り，

子育て に対する ス ト レス の 一側面で ある と考え られ る．

第 2 因子は育児 を肯定的 に 捉 え て い る項目 に負荷 が高

い ため，
’‘
育児肯定感

”
（2項目）と した．各因子の α

係数は そ れ ぞ れ 0．79 と 0．65 で あ っ た．

　暖か い 養育態度 1暖 か い 養育態度 を表 す 8項 目に対

す る回答を用 い て ，主成分分析 を行 っ た と こ ろ，固有

値 1，0以上 で 1成分 に集約 した ．こ れ ら 8項 目で 全分

散 の 50％ を説 明 して い た．内的 整合性 を表す α 係 数

は 0．86で あ っ た ．暖か い 養育態度 を示すほ ど，高得

点 に な る よ う に各項 目の 素点 を換算 し，8 項 目の 得点

を単純加 算 した合成得点 を ， 養育態度 を測定す る尺 度

と した、主成分分析 の 結果 を表 3 に示す．

　（3） 尺 度間 の 相 関

　 7 尺度間の 相 関係数 を表 4 に 示 す．住環境評価 に関

する 4 種類の 変数間 の 関係 に つ い て は ，
“

ス ペ ース
”
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表 4．各尺度問の 相関係数

　　 　　 　　 　　　 　　 住居 の
ス ペ

ー
ス 　　室内環境

　　 　　 　　 　　　 　　 つ くり

　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　 暖かい

近隣環境　 活動制限 感　育児肯定感
　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　整育態度

ス ペ ー
ス

室内環境

住居 の つ くり

近隣環境

活動制限感

育児肯定感

暖 か い 養育態度

　 一

〇，27’幽　 　 　
一

〇，22掌．　　　　　0，10 皐 8

0．21奉喧　　　　0．08 疇

　0．19申．　　　　 0．ll ‡ 寧

一
〇，06　　　　　　− 0．04

− 0．08．

　　　　
− 0，05

0．060
．18嚀阜

0．040
，00

O．06

　0．Ol
− O．Ol

一〇．34”

一 ．34鱒 0，48’纈

N ＝＝841．　．

p ＜ 0．05，　
寧寧
p くO．OL

表 5．重回帰分析の結果

目 的 変 数

活動制限感　暖か い 養育態度

　 　ス ペ ース 　 　 　 　 0．14韓

　 室内環境　　　　 0．06
説
明　住居 の つ く り　　 0・15”

変　近隣環境　　　　　0，01
数
　　活動制限感　　　　　

一

　　暖か い 養育態度

一〇，03
− O，010

．07‡

0．02
− O．35° ＊

決定係数 （RZ ） 0，06 ” 0，12＊’

1V＝841，　
．

p ＜ 0，05，　
＊’
p＜ 0．01．

が他 の 3 変数 と の 間 に 有意 な正 の 柑関 を示 して お り

（p＜ 0．Ol），住 居 内 の ス ペ ース に 関する困 り事 を経験

して い る人は，住環境 の その 他の 側面に つ い て も困 っ

て い る こ と が わ か っ た．住環境評価 と そ の 他の 変数 と

の 相関に つ い て は ，活動制限感に対 して ，
“
ス ペ ーズ

’
，

“
室内環境

”
，

“
住居 の つ くり

”
の 3 変数が 有意 な正 の

相関関係を示 して お り， 住宅に対 して 不満を感 じて い

る 人 ほ ど，自身の 活動が子育て に よ っ て 制 限 され て い

る と感 じて い る こ とが わか っ た ．育児肯定感に つ い て

は，住環境評価 に関す る 4 変数 の い ず れ とも相関関係

は見 られず，育児肯定感は 母親が持 つ 住環境 に 対する

評価 とは関連が な い こ とが示 され た．暖か い 養育態度

と相 関関係 に あ っ た住環境評価 に関する 変数は，
“

ス

ペ ース
”

だけであ っ た．こ の こ とか ら，住居内 の ス ペ

ー
ス に関す る不 満感は ，暖か い 養育態度 に関連 して い

る こ と が わ か っ た．また，活動制限感 と暖か い 養育態

度の 間に は ，有意な負の 相関関係が認 め られ た ．

　（4） パ ス 解析

　相 関分析の 結果か ら，「住環境 か ら受け る ス トレ ス

は，子育 て に対 する意識，特に子育て に よる活動制限

感に影響を与え ， さら に こ の 活動制限感が 暖か い 養育

86

態度 に影響を及 ぼす」 とい う因果連鎖 の 想定が可 能で

あ る と考え，重 回帰分 析 を用 い て パ ス係数を検討 した．

　子育 て による
“
活動制限感

”
は 住環境評価に 関す る

4 つ の 変数 を説明変数と して ，さら に暖か い 養 育態度

は ， 住環境評価 の 4 つ の 変数 ，

“
活 動制限感

”
の 計 5 変

数 を説明変 数 と して 重回帰分析 を行 っ た （表 5），その

結果 を示 した もの が，図 2 の パ ス ダイ ア グラ ム で ある．

　
“
ス ペ ース

”
と

“
住居の つ くり

”
は

， 活動制限感に対

し て ，正 の 有意なパ ス を示 して お り，住居 の こ れ らの

側面 か らの ス トレ ス を強 くを感 じ て い る ほ ど，活動制

限感 が多く引 き起 こ される．さらに ， 暖か い 養育態度

に対 して は，主 に
‘‘
活 動制 限感

”
か ら負 の 有意な パ ス

が 見 られ，子育て に よ っ て 活動を制限 され て い る と感

じ て い る ほ ど，暖か い 養育態度で 子 どもに接する こ と

が で きに くくな っ て い る こ とが 示 さ れ た．

　5．考　　察

　パ ス解析の結果，住環境評価に関する変数，子育て

に よる活動制 限感 ， 暖か い 養育態度との 問 に ，想定 し

た パ ス が存在する こ と が明 ら か とな っ た ．

　第一に ，母親が感 じて い る住環境の 状態 と子育て に

よる活動 制限感に つ い て 関連性 が認 め られ た こ とか ら，

活動制 限感 は 住環境の諸条件に よ っ て ， 部分 的 に影響

を受けて い る こ とが明 らか となっ た ．住環境評価 に闃

す る各変数の うち，活動制限感に 対する説明力が大 き

か っ た の は ，
“
ス ペ ー

ス
”

と
“

住居 の つ くり
”

で あ っ た，

こ れ は 「物理的空 間 が 創 り出す 心 理 的空 間，行動 的空

間 に よ る 心理的圧迫感，行動的制約」 （渡辺 1985a）

に よ る も の と 解 釈 で き る．さ ら に ，
“
ス ペ ー

ス
”

に

「自分 （母親）の た め の ス ペ ース」「家が狭 い の で 友人

を呼べ な い 」 とい う項目が含 まれ て い る こ とか ら，母

親は 自分自身の ため の 空間を必要 と して お り，そ れ が

確保で きない こ とか ら くる心理 的圧 迫感が 子育て に対

（720）
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住環境に 関す る母親の 評価が子育 て に 対す る 意識 お よび養育態度 に 及 ぼ す 影響

〈住環境 評価 〉

　 　 　

図 2，住環境評価，子育て に よ る活動制限感，暖か い 養育態度 間 の パ ス ダイ ア グ ラ ム

する ス トレ ス 感 ，
つ まり活動 制限感に影響 を及ぼ す可

能性 が あ る こ とが示唆 され る．こ の 結果は，「プ ラ イ

ペ ート空間 の 確保は育児ス ト レ ス感 を軽減す る 」と し

て い る 泊等 （1999）や 「な わ ば り空 間」を持 っ て い る

主婦は持 っ て い な い 主婦に比べ て情緒的 に安定 し，不

安感 も低 い と して い る Omata （1995）の 結果 を支持

する もの と考え られ る．さ らに収納 に関す る問題に つ

い て は，東京在住の 子 ど もの い る 家庭 の 約 6割が 不

満 を感 じて お り （東 京 都 住 宅 局 総務 部住宅政 策室

ユ998b），部屋 を動 き回 る 時に 収納 し きれ な か っ た も

の にぶ つ か る，もの を移動 させ な い と別の 作業が で き

な い とい っ た こ とが
， 母 親自身の 活動 を

一
時的 に で も

制限 ・妨害するため に ，
ス トレ ス の原因とな っ て い る

こ とが推察 され る．以上 の こ とか ら，用途の 決 まっ て

い る空問 （収納や 自分 の ため の 場所な ど）が広 い こ と

が母親が子育て に 対 して持 っ て い る否定的な感情に対

して 緩衝効果 を持 っ て い る こ と が 期待 され る．

　第二 に ，
”
活動 制限感

”
か ら

“
暖か い 養育態度

”
へ の

有意 なパ ス が み られ た こ とか ら，住環境に つ い て の 困

り事が増 えれ ば
‘’
活動制限感

”
が強 くな り， 結果的 に

“

暖か い 養育態度
”

で 子 ど もに接 す る こ とが で きな く

な っ て しま うとい う間接的影響が 生ずる こ とが示 され

た．す なわち，先行研究の結果か ら推測 され るよ うに，

住環境の 諸側面 の 影響は まず，母親の 子育て に 対す る

否定的 な感情 （子 育 て に対す るス トレ ス） に対 し て影

響 を及ぼ し，それ を通 じて ，養育態度を変容させ て い

る もの と考え られる だ ろ う．

　以 上 の 結果 を まとめ る と
， 「母 親 自身が 住居 内で い

か に快適 に 日常生活を送るか」 とい う側面に 関わ る住

環境要因が，子育て に対する ス トレ ス （本研究にお い

て は
“

活動制限感
”

） を介 して 暖か い 養育態度 に 影響

を及 ぼ して い る こ とが わ かる．「育て る側」が 環境か

ら受ける心理 的な負荷 を低減す る こ とに より，子育て

に 対するス トレ ス の
一

側面 へ の 緩衝効果 が期待 され
，

暖か い 親子関係を築 くこ とが で きる もの と考えられ る．

　 6．要　　約

　本研究で は ，住環境 と 子 ど もの 発達 の 関連性 を検討

する 第一
段 階 と して ，住環境 と 「育て る側」で ある 母

親 との 関連性 に つ い て 分析を行 っ た ，その 結果 ，住環

境に 関する 母親の 評価 が，母親 の 活動制限感に影響 を

及ぼ す こ とに よ っ て ，母親の 子 どもに対する態度 を変

化 させ て い る こ とが示 された．養育態度に影響 を及ぼ

して い る とされ る様 々 な要因で は 説 明 で きない 残差の

一
部が こ の住環境要 因で説明可能 と解釈で きる と推 察

され た こ とか らも，今回 の 調査の 結果 は意義の あ る も

の だ と言える だ ろ う．

　子育 て の た め の 住環境 問題 が深刻化 して い る 現在 ，

不適切な養育態度や 育児 ス トレ ス の 原 因となる他 の 要

因の 改善 と同様 に，今回 の 分析 結果 か ら得 られ た住 環

境 要 因 ， 特 に 住居内 ス ペ ー
ス の 質 の 向上 ，すなわち，

「自分の ため の ス ペ ース」 の確保や使 い 易 い 間取 りの

工 夫な どの 環境要因を特定 ・改善 して い くこ と は，有

効 で ある と考 えられ る．
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Appen （皿x ユ．住環境評価 に 関する項 目 （全 28 項 目）

住居 に つ い て （15項目）

1．風通 しが 悪 い

2，日 当りが 悪 い

3．建物 の 老朽化 が 気 に な る

4。新建材 に よ る に お い な ど が気に な る

5．階段 （室内
・
室外 を含 む〉の 昇降が つ らい

6．室内 に段差 が 多 い

7．子 ど も に 目 が 届 か な い 場 所が あり不安 だ

8．間取 りの 使 い 勝 手 が 悪 い

9．子 ど もの た め の ス ペ ース は 十分 に あ る

10．隣近所 へ の 音漏れを気 に して い る

11．収納 ス ペ ース は十分 で あ る

12．ベ ビーカー・三 輪車 の 置き場所 が な い

13．ベ ラ ン ダ の 柵 ・出窓な どの 高 さが 気 に な る

14，自分の た め の 場所 が な い

15，家が狭い の で 友 人 を呼 ぶ こ とが で きな い

周辺環境 に つ い て （13項目）

16．交通 面 で の 安全性 が 心配で あ る

17．周 辺 の 歩 道の 整備 が 行 き届 い て い る

18．こ の 地域の 空気 は悪 い

19．隣近所付 き合 い は うま くい っ て い る

20．教育上 良 くな い と思 われ る 施設があ る

21．街灯 が 整備 され て い ない

22，緑や 自然に 囲まれ て い る

23，治 安 が 悪 い

24．物価 が 高 い

25，こ の 地 域 は静 か で あ る

26．車や 電 車が 通 る とうる さ い

27．悪臭が す る

28．子 育 て の サ ポ ート体制が 整 っ て い る
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