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夫婦関係 と児童期の 子 ど もの 抑 うつ 傾向 と の 関連

家族機能お よ び両親の 養育態度を媒介 と して
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　本研究は ， 夫婦間の 愛情関係が家族機能 と親の 養育態度を媒介 と して児童期の 子 ど もの 抑 うっ 傾向 と

関連す る か ど うか を検討 す る こ と を目的 と して 実施 さ れ た 。 313世帯の 父親 ， 母親お よび子 ど も（平均 10．25

歳 ）を対象 に 郵 送に よ る質問紙調査 を実施 し，両親回答 に よ る夫婦関係 と養育態度 ， お よ び家庭の雰囲気

と家族 の 凝 集性 ， 子 ど もの 自己記入 に よる抑 うつ 傾 向 を測定 した。配偶者 間 の 愛情 関係 と子 どもの 抑 う

つ 傾向 と の 間に相関は 見 られ な か っ た が ， 家庭 の雰囲気や 家族の 凝集性 と い っ た家族機能変数を媒介 と

して 投入 した結果 ，両親 間 の 愛情 の 強固 さ と家 族機能 の 良好 さ が ，また家族機能 の 良好 さ と子 ど もの 抑

うつ 傾 向 と が関連 す る こ と が明 らか に な っ た。また同時 に ， 配 偶者間 の 愛 情関係 は 親 自身 の養育態 度 と

も関連 し ， 相手 へ の 愛情の 強さ と子 ど もに対す る態度の 暖か さ や過干渉的態度 と の 間に有意な関係が見

られ た 。しか し，
こ う した 養育態度の うち ， 子 どもの 抑 うつ の 低 さ と 関連 が認 め られ た の は ， 母親の 養

育の 暖か さ の み で あ り， 父親の 養育態度は 子 ど も の抑 う っ 傾向 と は関連 し な か っ た 。

　キ
ーワー ド ：夫婦関係，家族機能，養育 態度，児童期 の抑 うつ

問 題

　児童期 は，学校生活 や友達集 団 の 中 で 子 どもの 世 界

が 飛躍的に広が り， 社会的な発達が 著 し い 時期で あ る 。

こ の時期の 子 ど もた ち の 家庭外で の 成長 ・発達 を支え

る の は ， 子 どもが 依 っ て 立 つ 家族 関係 で あ り， 家族関

係が 健全に機能し て い る か ど うか が 精神的安定や 学校

適応な ど に 大 き く影響す る もの と考 え ら れ る 。 本研究

で は ， 家族関係の 基盤 を成す夫婦関係 に焦点を当て て ，

そ れ が 児童期 の 子 ど もの 精神的健康 と ど の よ うな メ カ

ニ ズ ム で 関連 を持 つ か 検討す る こ と を 目的 と して お こ

なわ れ た 。

　夫婦 関係 と 子 ど も の 精神的健康や 不適応行動 の 出現

との 関連 に つ い て は ， 最近 の 欧米 を中心 と した発達研

究に お い て も注目さ れ 始め て きて い る 。 （Fincham ，　1994 ；

Davies ＆ Cummings ，1998 な ど ）。 と くに 1990年代 に 入 っ

て ， 子 ど もの 発達や適応の 問題 を
“
家族 シ ス テ ム

”
の

枠 組 み の 中で 理 解 し て い こ う と い う機運 が 強 ま り

］
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（Sameroff，1994 ；Wagner ＆ Reiss，1995 ；数 井 ・無藤 ・園 田，

1996）， 従来中心 的に検討 され て きた親子 関係だ けで な

く， 家族 関係 の もう
一

つ の 重要 な構成要素 で ある夫 婦

関係を含め た実証 的研究の 必要性が 指摘 さ れ て き て い

る（Fincham ，1998）。 夫 婦関係 が どの よ うな もの で あ るか

は ， 家庭 環境の
一

部 と し て 直接的 に 子 どもの 精神 的 な

安定 に 影 響するだ け で な く， 親 自身の養育 に関す る意

識や行動 を促進 した り阻害 した り し て，間接的 に も子

ど もの精神的不健康 や 問題行動の 出現に 関わ っ て くる

こ と が 予想され る 。

　 で は い っ た い
， 夫婦関係 の ど の側面が ， ど の よ う に

し て 子 ど もの精神的健康 に関わ っ て くる の で あろ うか 。

先行研究 で は，お もに 夫婦 の 意見 の 不
一致 （marital 　dis−

cord ）や 葛藤関係 （rnarital 　conf ］ict＞ と の関連 が扱わ れ て

き て お り，こ うした 夫婦間の ネ ガ テ ィ ブ な側面は ， 子

ど もの攻撃的 ・反社会 的な問題行動 （externalizing 　preb ・

】ems ）や不安や引き こ も りな どの抑 うつ
・神経症的問題

行動 （internalizing　problems ）な ど の 出現 に 影響 す る こ と

が報告さ れ て き て い る （e．g．　 Emery ＆ α Leary，1982 ；

Grynch ＆ Fincham ，1990）。

　確か に ， 両親の 問の 喧 嘩や意見の 不
一

致 に接す る こ

と は ， 子 ど も を不安 に し ， 情緒的な安定性 を脅か す こ

と に な ろ う （Davies ＆ Cummings ，1998）。し か し
， 意見 の

食 い 違 い か ら揉め る こ とが多 くて もお 互 い に愛 し合 っ
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て い て ， 最終的に破綻す る こ とな く結婚生活 を送 っ て

い る夫婦 も少なか らず現実 に は存在する 。 こ うした夫

婦関係の子 どもに対す る 影響 は ， 愛情 も冷めぶ つ か り

あ うだ け の 夫婦や，表面上 の 争い は な くて も家庭内別

居状態の い わ ゆ る
“
仮面夫婦

”
の それ とは異 な っ た も

の に な っ て く る可能性 が ある の で は な い だ ろ う か 。

Braikerと Kelley （1979）は ， 結婚後 3年以上 の 夫婦間

の 関係性変化に関す る 自由記述 を も と に して作成 した

夫婦関係質問紙 （relationship 　 questionnaire ，　 Braiker ＆

Kelly，1979）の 因子分析 を実施 し ， 愛情関係 （general 　l。 ve ）

と葛藤関係 （conflict−negativity ）の 2 つ は直交す る独立

な 因子 で あ る こ と を 見 出し て い る 。

　現代の結婚の多 くは ， 恋愛を中心 とした両性間の愛

情 関係 を 基 礎 に 成立 し て お り （Hendrick ＆ Hendrick，

1992）， 日本 に お い て も1997年 に は恋愛結婚が全体の 9

割近 くを 占め る に 至 っ て い る （国立社会保障・人口 問題研究

所，1998 ）。 子 ど もの発達に関わ る夫婦関係の もう
一

方の

側 面 と して ，夫婦 間 の 愛情関係 （marital 　love）を考慮す

る こ と もま た 重要 で あ ろ う。 こ の 点 に 関 し て は，Fin・

cham （1998）も夫婦関係 と子 ど もの 発達と の 関連 をテ ー

マ と す る研 究総 覧の 中 で ， 夫婦間 の 葛藤関係 を中心 と

した従来の 研究の枠組み に加 え て ， 幸福で 調和的な夫

婦関係 （marital 　happiness　 or 　marita 且harmony ） と い っ た

“
夫婦関係の健康 さ

”
（marital 　health＞に つ い て も目を向

け て い く必要が あ る こ と を指摘 して い る。 こ うした観

点 か ら，本研究で は夫婦関係の指標 と し て こ れ ま で ほ

とん ど検討 され る こ とがな か っ た愛情 関係 に 注 目 して ，

そ れ が どの よ うな メ カ ニ ズ ム で 子 どもの 精神 的健 康 と

関連 を持 つ か 見 て い き た い
。

　 さて ， 本研究 で は，子 ども の 精神的健康度 の 指標 と

し て抑 うつ 傾向を取 り上 げる 。 児童期 の 抑 うつ に つ い

て は，児童精神医学の領域 を は じ め と し て 近 年研究が

活性化 して きて い る （村 田
・小林，1987 ；Kovacs，1997 ；辻

井 ・本誠 1998 ）。 子 ど もの抑 うつ を どう捉 え る か に つ い

て は様々 な議論が あ る が （西 出 ・夏野，1997 ；六角 ，
1999），

基本 的な症 候論 お よび病因論的 に は成人 の 抑 うつ と ほ

ぼ 同
一

の も の で ある と す る 立場が優勢に な っ て き て い

る （Dulcan ＆ Martini，　1999）。 ア メ リカ 精神医学会 に よ る

精神疾 患診 断基準 の 第 4 版 に お い て も （DSM −IV，　Amer ・

ican　Psychiatric　Association，1994），
い くつ か 児童期 ・青

年期 に 特有 な 症状 に 関す る 注記 は あ る も の の （例 えば 大

うつ 病エ ピ ソードで，小児の場合に は 抑 うつ 感情 と して
“
い らい

ら（irritability）
”
が 前面 eこ出 る こ とが あ る こ とな ど）， うつ 病 を

含む気分障害は子 どもも成人 と共通の診断基準 を用 い

る よ う設定 され て い る。

　臨床的な レ ベ ル で の 児童期の うつ 病 は ， 方法や サ ン

プ ル に よ っ て変動 はあ るが ， 欧米で は お よそ 2〜 5％

程度の 子 ど もた ち に 出現す る こ とが
一

般人口 を対象 と

した大規模 な研 究か ら明 らか に され て き て い る （Ka−

shani ，　Orvaschel，　Rosenberg ＆ Reid，1989 ；Fleming，　David ＆

Offord，　1990）。 日本の
一

般人 口 中 の 児 童 （7〜8歳〉を対象

と して 精神科診断面接を実施 し た 先行研 究で も ， 2．7％

の DSM −III−R （American 　Psychiatric　Ass 。 ciation
，
1987 ）

相 当の 大 う つ 病 の 出 現 率 が 観 測 さ れ た （Sugawara，

Mukai ，　 Kiしamura ，　 Toda ，　 Shima
，
　 Temoda ，　 Koizumi ，

Watanabe ＆ Ando ，1999）。 村田 と小林 （1987） に よ る小学

校 2〜 6 年 を 対 象 と した 調 査 研 究 で も，DSM −III

（American　Psychiatric　Asseciation，1987） の 大 うつ 病 に相

当す る児童 は2．6％存在す る と試算 さ れ て い る 。低学年

に お い て さ え ， 2〜 3 学級 に 数名は心配 な子 ど もた ち

が存在す る割合で ある。増加の
一

途 をた どる不登校や

自殺 と の 関連 を考慮 す る と
， 決 し て 見 過 ご す こ と の で

き な い 状況で ある こ とが推測され よう 。

　 求 た，こ う した 児童期の抑 うつ は ， 対人 関係 か らの

引き こ も りや学業成 績の 低 下 ， 絶望感 に よる希死 願望 ，

食欲不振や 不眠な どの 症状 に よ っ て そ の 時点 で の 子 ど

もの 生活適応や 発達 を阻害す る だ け で な く， そ の 後の

青年期や成 人期 で の 精神 的健 康 に も大 き く影響す る こ

とが 指摘 さ れ て き て い る （辻 井・本城，1998）。 児童期 に 抑

う つ 状 態 に あ っ た り，うつ 病 に 罹患 し た 子 ど も た ち を

長期間追跡 した研究 の 結果 は，一様 に その 後の 青年期

や 成人期で の 自殺や 自殺企 図率 ， お よび うっ 病罹患率

の 高 さ を示 し て い る （Pfeffer，　Klerman ，　Hurt，　Lesser，　Pes−

kin ＆ Siefkei’，1991 ； Harrington，　Bredenkamp ，　Groothues，

Rutte「’Fudge ’＆ Pickles，1994 ；な ど ）。 よ り早期 で の 有効

な対処や介入が重要で ある と考え られ る が ， その た め

に も， 児童 期 の 抑 うつ に 影 響す る諸要因 の 特定や 発現

メ カ ニ ズ ム を探 っ て い く必 要が あ ろう。

　さ て
， 子 ど もの 抑 うつ 状態の 発現 関連要因 と し て は ，

こ れ まで の 成人 の 抑 うつ 研 究 か らそ の 関連可 能性 が 想

定さ れ る遺伝子的要因や神経伝達物質に 関連す る生 化

学的要 因 と並 ん で ， 家族関係を中心 と した 心理社会的

要因に つ い て も探求 され て き て い る （CicchetLi＆ Toth，

1998 ）。 子 ど も の 抑 う つ に 関 す る 14の 代表的 な疫学研究

を総覧 した Fleming ら （1990） に よ る と ， 家族機能 を

扱 っ た 4 つ の 研究 （Kandel ＆ Davies，1982 ； Garrison，

Schoenbach　＆ Kaplan ，1985 ； Bird
，
　 Canino，　 Rubio−Stipec，

Gould，　Ribera，　Sesman ，　Weodbury，　Huertas，　Pagan ，　Sanchez・

Lacay ＆ Moscoso ，1988 ；Kashani，　Orvaschel，　Rosenburg ＆

Reid，1989） で い ずれ も家族関係の機能不全 と抑 うつ と
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の 問 に有意 な関連 を見 出して い る。 思春期の抑 うつ を

縦断的に検討 した Sheeber，　 Hops，　 Alpert，　 Davis ＆

Andrews （1997＞の 研 究で も ， サ ポ ー
テ ィ ブな家族関係

は子 どもの抑 うつ を抑 制 し ， 反対 に 葛藤的 な関係は抑

う つ を悪化 さ せ る も の で あ る こ と を確か め て い る 。 中

学 生 とそ の 親 を対 象 と して ，子 ど もの 抑 うつ 傾向 と家

族 シ ス テ ム の機能状態 と の 関連 を分析 した 西 出 と夏野

（1997）の 研究で も， 子 ど もや母親が認知す る機能の良 さ

が子 どもの 抑 うつ 感 と関連す る こ とを報告 し て い る。

　夫婦関係 と子 ど もの抑 うつ と の 関連 で は ， こ れ ま で

は夫婦間の 葛藤 を中心 に検討 され て きて い るが ， Cum ・

sille と Epstein （1994 ） や Mahoney ，　Jouriles＆ Scar−

one （1997），
　 Fincham （1998）が 指摘 し て い る よう に ，夫

婦間の葛藤 と子 ど も の抑 うつ と の相関は総 じ て弱 い も

の で あ る こ とが知 られて い る 。 抑 うつ の 子 どもたち に

関す る臨床的 な研 究 や経験 か らは ， 家族全体 の 機能不

全 と と も に夫婦関係の 問題が 大 き な危険因子 で あ る こ

とが報告され て い る こ とか ら（Stark，Humphrey ，　Crook ＆

Lewis ，1990 ）， 夫婦関係が 子 ど も の抑 うつ に影響す る際

に は媒介的 な役割 を果 た す変数が存在す る こ と が 予 想

さ れ る 。 ま た ， 本研究 で は こ うした媒介変数 として ，

上記の家族機能 と と もに ， 子 どもの 抑 うつ の危険因子

と して重 視され て き て い る両親の 養育態度 （Ge，　Lorenz，

Conger
，
　Elder ＆ Simens，1994 ；Petersen，　Sarigiani＆ Ken −

nedy ，1991）を取 り上げて 検討 し て い く。 暖か さ を欠い た

親の 養育態度や過干渉傾向が うつ 病の発現 の危険因子

と な る こ と が 多 くの 精神医学的研究か ら明 らか に さ れ

て きて お り （Rogers，1996 ；坂 戸 ・染 矢，1999 な ど〉， 本研究

で は こ うした親の態度 を測定す る こ とが 可能 な Paren −

tal　Bonding 　Instrument （Parker，1979） を児童期の 子 ど

もを持 つ 親 に 適 用可能な も の に 改変 し た 尺度を 開発 し ，

児童期 に お け る抑 うつ 傾向 に 対 して 夫婦 関係 とと もに

ど の よ うな関連 を持 つ か 分析 して い くこ とに した 。

　 さて ， 夫婦 関係 が 養育態度 を中心 と し た 親子 関係 に

及 ぼ す影響に つ い て は す で に 欧米 に は多 くの 先行研 究

が あ る 。 関連 す る 68の 研究 に つ い て メ タ ・ア ナ リシ ス

を お こ な っ た Ere1 と Burman （1995）は ， 両者は 正 の 相

関関 係 に あ り，夫婦関係の 質は養育行動や 態度を通 じ

て 子 ど もに 同 じ方向で 影響す る 〔夫 婦 関係 が ネ ガ テ ィ ブ な

もの な ら，養育行動
・
態度 や そ の ほ か の 親 子 関 係 の 指 標 もネガ

テ ィ ブ な もの と な る）と す る流出仮説（spi1 卜over 　hypothesis）

を支 持す る結論を得 て い る 。 本邦で は ， こ う し た 夫婦

関係 と親子 関係 との 関連 に つ い て の 検討 は 母 親 に 関す

る検討 は お こ な わ れ 始 め た も の の 黴 井 ・無藤 ・園 田，

1996），両 親を対象 と した研究は未だ ほ と ん ど な い 。数

井 ら （1996 ＞の研究で は ， 平均年齢 3．4歳の 子 ど もを持 つ

48組の 母子 間 の 愛着形成 に 対 す る夫婦関係の役割 に つ

い て検討 さ れ て い る が ， 子育て に対す る母親の ス トレ

ス 感が愛着形成に 影響す る ものの ， もし も夫婦関係が

良好 な もの で あ れ ば高い ス ト レ ス を抱 えた母親で あ っ

て も子 ど も と の 愛着関係は損な わ れ ずに 済む こ と が 明

らか に さ れ て い る 。 乳幼児期 に お け る母 子関係形 成 に

対す る夫婦関係の果た す役割の 重要性 を示す結果 と考

え られ，こ れ以降の 発達段階で の 検討が 急が れ る。ま

た ， こ こ で対象 と さ れ なか っ た 父親 自身の 意識や父子

関係 に つ い て も検討 され る必要が あろ う。 そ こ で 本研

究で は ， 児童期の 子 ど も を持 つ 家族 を対象 と し ， 母親

と 父親双方 の 相手 に 対す る愛情の あ り方が 両親の 養育

態度 と どの よ うな関連を持 つ か 考察 す る こ と も目的 の

ひ とつ として い きた い
。

　以 上 よ り，本研究で は，夫婦関係 と児童期の 子 ども

の抑 う つ 傾向 と の関連メ カ ニ ズ ム に つ い て ，

“
夫婦間の

配偶者 に 対す る愛情度が 家族機能お よび親 自身の 子 ど

も に対す る養育態度形成に 影響 し，
こ れ らを媒介 とし

て 子 ど もの 抑 うつ 重症度 と関連す る
”

と い う仮説に つ

い て 検討 す る こ と を目的 と した。

方 法

対象

　 1984年 8 月〜1986年 2 月ま で の 間に神奈川県某市市

立病院産婦人科 を受診 し た 1，360名の 母親が妊娠 ・出

産 ・子育て に関す る縦断研究 （Kitamura ，　Sugawara ，　Sug−

awara ，　Toda ＆ Shima，1996 ；菅 原，北村，戸 田 ，島，佐 藤 ＆ 向井，

ユ999）に 登録 さ れ た 。こ の う ち
， 対象 と な っ た 病院で 出

産 し， 産後の調査対象 とな っ た の は 1，113名で ある 。 妊

娠 中 3 回 ， 出産 後 8 回 の 調 査 を継 続 し て き て い る が ，

こ の うち ， 本研究 の 対象 とな っ た の は 出産後11年 目 に

お け る追跡調査 の データ で あ る （調査 実施期間は，1996年

6 月〜8 月）。

　 サ ラ リ
ー

マ ン 族 が 多 くを占め る地域で 開始さ れ た 調

査 だ っ た の で，転 居 そ の 他 で 住所 不明 と な っ た家族が

多 く， 出産後 11年目の 時点で 回収可能で あっ た の は ，

後述 の よ うに 313家族 で あ っ た。妊娠初期 に 登録 さ れ た

母親1，360名の うち ， サ ン プ ル と して 残 っ た こ の 313名

と ドロ ッ プ ア ウ トした 1，047名 と で 人 口 統計学的変数

に差が あ る か ど うか検討 を お こ な っ た と こ ろ ， 登 録時

の 家庭の 年収 ， 母親お よ び父親の 教育歴 に は有意差は

み ら れ な か っ た 。 た だ し，登録時 の 母親 の年齢は サ ン

プ ル と して 残 っ て い るグル ープ の 方 がやや高めで あ っ

た （サ ン プ ル 群 ：28，44歳 SD ：4．44 ； ドロ ッ プ ア ウ ト群 ： 27．73

3
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歳，
SD ： 4．35

，
；pく．Ol）o

　母親 ・父親 ・対象児 を対象 と し た 11年目 の追跡調査

（郵送 に よ っ て 配 布 ・回収 ） に応 じた の は母親386名 ・父親

325名・子 ど も400名で あ り，こ の うち父母子 3者 の デ
ー

タ が 揃 っ た 313世帯 を分析 の 対 象 と し た 。対象 と な っ た

の は母親の平均年齢 は39．85歳 （29〜53歳）， 父親 は43．04

歳 （31〜60歳），子 ど もは 10．25歳 （9〜11歳 ） で ，子 ど も

の性別構成 は ， 男児49．2％ ・女児50．8％で あ っ た 。

調査手続 きと内容

　出産後11年目の郵送調査 で は ， 母親用 ， 父親用 お よ

び子 ど も用の 質問紙 を作成 し ， お 互 い の プ ラ イ バ シー

を護 る た め に 3 者別 々 の 封筒 で 回収 をお こ な っ た 。ま

た ， 各質問票 の 教示文 中に も個 別 に 回答し て お 互 い に

相談 しあわ な い よ う依頼 し た 。両親 に 対 し て は テ レ

フ ォ ン カ ードと家庭教育用 の リーフ レ ッ トを謝礼 とし

て 同封 し，子 ど も に つ い て は，回答者 に後日小 さ な 文

房具 を謝礼 と して 送付 した 。 今回 の 分析 に 使用 した 測

定尺 度は以下の 通 りで ある 。

　出産後 11年 目時点で の 夫婦関係　男女間の 愛情関係

に 関す る 心 理学的 研究 は ， 社会 心 理 学の 分 野 で 恋 愛

（remantic 　l。ve ） の 概念 に よ っ て 1970年代以降活発に研

究 さ れ る よ う に な っ て き て い る が （Rubin、エ970；Lee，　1977

な ど ）， 夫婦間の愛情 を対象 と した研究 は未だ少 な い
。

既存の 夫婦関係尺度の 項目 に も こ う し た 恋愛感情 を含

む愛情 感情 に 相 当す る もの はほ とん ど見 当た らな い の

で ， 筆 者 らは社会心理 学に お け る 恋愛 尺度を参考 に し

て夫婦間の愛情尺度 （Marital　Love 尺度 ） を開発 し た （菅

原 ・詫摩，1997）。 な お，本尺度 と従来の夫婦関係尺度 と

の 並存 妥 当性 に つ い て は 先行研 究 の 中 で 確 認 して い る

（菅 原 ・詫 摩，1997）。

　予備 調査 （23歳〜70歳の カ ツ プル 98組 ；菅 原
・詫 摩，1997）

を経て 作成さ れ た 15項 目の Marital　 Love尺度 を本研

究の対象家庭の 夫 ・妻そ れ ぞ れ に実施 した 。 夫版 （n ＝

325）・妻版 （n ；386） の 構造 分析 （菅 原，眞榮 城，小 泉，酒 井，

2001）か ら得 られ た 10項 目 （TABLE 　1）の 評定値の 合成得

点を妻版 ・ 夫版 そ れ ぞ れ に つ い て 算出 し ， 今回 の分析

の 対象 とした。 こ の 10項 目 に つ い て は，主成 分分析 の

結果 か ら妻版 ・夫版 と も に 1次元構造 が確認 され ， 信

頼性係数 α は夫版 ； ．93， 妻版 ； ．94で あ っ た （TABLE

1）。 評定 は 1．全 くあ て は ま ら な い
〜7．非常 に よ くあ て

はま る まで の 7段 階 で あ る。

　子どもに対する養育態度 Parental　Bonding 　lnstru−

ment （Parker ，1979） を 現在の 自分の対象児に対す る態

度を測定する もの に改変 して （25項 目，
1．全 く該当し な い

〜4．該 当す る の 4段 階評 定 ）， 母親版 と 父親版 を作成 し た 。

TABLE 　l　 Marital　 Love 尺度の 主成分分析 （数字 は 因

　　 　　 子 負荷量 ）

項目 夫版　　 妻版
（n ＝ 313｝　　（n ＝ 313）

・妻 （夫）とは 今で も恋人 同士 の よ うな気が す る

・
妻（夫）のた め な ら何で もして あげる つ もりだ

・妻 （夫）と一緒 に い ると，夫（妻）を本 当に愛 し

てい る こ とを実感する

・妻 （夫）とは お 互 い に 出会 うため に こ の 世に 生

まれ て きた よ うな気が する

・妻 （夫）の こ とならどんなこ とで も許せ る
・妻 （夫）は魅 力的 な女性 （男性）だ と思う

・妻 （夫）は言葉 に 出さな くて も私の 気持ち を理

解 して くれる
・妻（夫）が幸せ に な るの が私の最大の関心だ

・どん な こ とが あ っ て も妻（夫）の 味方で い た い

・妻 （夫）を
一
人 の人間 として深 く尊敬 して い る

957788

．78

657687980

778

．82
．84
．90

．80

553賦
》

Ω
97405

888

　 説明 率

10項目の a 係数

63，4％　　　　65．7％
　 ，93　 　 　 ．94

本尺度は，あ ら か じめ 2 つ の 下位尺度 ：養育態度の暖

か さ に 関す る下位 尺度 と
， 過干渉傾向 に 関す る 下位尺

度が設定 さ れ て い る 。 父親版 （n ；313）・母 親版 （1・＝313）

そ れ ぞ れ に っ い て 想定 さ れ た 2 因子 に よ る 因子 分析

（主 因子 法バ リマ ッ ク ス 回転）を お こ な っ た結果 か ら，各因

子 に ．35以上 の負荷量 を持 つ 項 目 （養育の 暖 か さ 尺 度に つ

い て は 10項 目，過干 渉傾 向 尺 度 は 6 項 H） を そ れ ぞ れ の 下位

尺度項 目と して 用 い る こ とに した （TABLE 　2）。α 係数

は ， 養育の 暖か さ 尺度 に つ い て は 父 親版 ＝ ．83 ・母親

版 ＝．80，過 干渉傾向は父親版 ＝ ．68 ・母親版 ＝ ．69で あ

る。それぞれ の 評定値 を加 算 した下位尺度得点を以 降

の 分析に用 い た 。

　家族機能に 関する尺度　家族機能 に関 し て は個々 の

構成 メ ン バ ー （父 親 ・母 親 ・子 ど も） に と っ て の 居 心地 の

良さ に関す る評価 と ， 家族全体の 機能性に 関す る 評価

の 2 つ の 観点 か ら検討す る こ と に し た ：   家庭 の 雰囲

気尺度 ：個人が 家庭 に い る時の 居心地 の 良さ に つ い て

測定す る た め に ， 家庭 の 雰囲気 を表 す 9 つ の 形 容 詞

（TABLE 　3） で 回答を求 め る 尺度 を作成 し た 。 父 親版・母

親版 ・子 ど も版 をそれ ぞれ 同
一

の 項 目で構成 し ， 3者

別々 に 回答 を求 め た 。 評定は ， 1。は い ・2．少 しは い ・

3，少 し い い え ・4．い い え の 4段階で あ る 。 父親版 ・母

親版 ・子 ど も版 それぞれ に つ い て 主成分分析 を実施 し，

1 次元 構造 を確認 し た （TABLE 　3）。家庭 ご と の 雰 囲気得

点を 算出す る た め に ， 3 者を併せ た 27項目の合算尺度

の α 係数 を求め た と こ ろ ．82と満足 い く値が 得 ら れ た

の で ， 父親版 ・母親版 ・子 ど も版 を合計 し た得点 を分

析に 用 い る こ と に し た 。   FACES −III：家族 の 機能状

態 を凝 集性 と 柔 軟性 の 2 次 元 で 測 定す る Family

Adaptability　and 　Cohesion　Evaluation　Scales　III

一 4 一
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TABLE 　2　親の養育態度尺度の 因子 分析 （主 因子 法パ リ

　　　　 マ ッ ク ス 回転 ， 数字 は 因子 負荷量 ）

TA 肌 E　4　 家族 の凝集性尺度の 主成分分析

項目 父親版 　 母親版

〔n＝313〕　　〔n ＝313｝

項 目 父親版 　 母親版

（n＝313）　　（nニ313）

第 1因子 ：養育の暖か さ
・よ くこの子に ほほえみかけてい る
・この子に優 しい

・この子と色々なことを話すのを楽しんでい る

・
この子が抱えてい る問題や悩み に理解を示 してい る

・
ほ めてあげない （一）
。暖か く優しい声で話しか けてい る

・この 子に対して冷たい （一）
・この子が鯖神的に不安定なときはなだめてい る
・あまりこの子としゃ べ らない （

一
｝

・この子が必要なこ とや望んでい ることに理解を示して

　い ない （
一
）

．72
，65
．69
．59
−，54
．58
−．64
．46
−．50
−、45

，66
．67
．52
．49
−．58
．64
−．52
．40
−．36
−．45

・
私達は家族 で何 か をす るの が好 きで ある

・家族で何か をす る とき，全員が 集まる

・家族の誰 もがお互い に強い 結びつ きを感じてい る

・相談の ある もの は，家族の誰か に話を聞いて もらう
・家族 の まとまりが とて も大切 で ある
・家族は

一
緒に 自由な時間を過ごすの が好きで ある

・家族は お互 い に助け合う
・
私逮 はお 互い の友達を受け入 れ る

・家族は他人よりもお互い に親しみ を感じてい る

・私達は家族で
一緒にするこ とをすぐに思い つ ける

．68
，72
．80
．72
，85
．74
．73
．70
．73
．72

89598773637786777567

　　　　　　　 説明率　　　　　　　　　　54．8％　　54．7％
父親版 ・母親版の 20項 目合算尺 度の信 頼性係数　　α

＝，92

　 説明率

10項目の α 係数

2S、1％　　　　25．1％
　，83　 　　 ．SO

第 2因子 ；過干渉傾向
・この 子が しようとする こ と すべ て に わた っ て コ ン ト

　ロ
ール しようとして しまう

・この子のプライバ シーを侵害してい る

・この子に対して過保護だ
・この子は自分（親）がそばに いない と自分の こ とができ

　ない子だと思う
・この子を子ども扱いする（年齢より幼く扱う）ことが多い

・この子を自分〔親）に頼らせ ようとしてい る

．60

、55
，48
，511454

．51

8224652754

　 説明率

6項目の α 係数

14．O％　　　　13．5％
　．68　　　，69

（一）： 逆転項目

TABLE 　3　 家庭 の 雰囲気 尺度 （
“
居 心 地 の 良さ

”
）の 主成分

　　　　 分析 （第 1 主 成 分 へ の 負荷 量 ）

項 目 父親 版 　　 母親 版　 子 ど も版

（n＝313）　　（n＝313）　　（n＝’313）
・あ た た か い 感 じが す る

・楽 し い

・の び の び で き る

・ほ っ とす る

。つ め た い 感 じが す る （
一

）
・
さ わ や か な 感 じが す る

・
た い くつ な感 じが す る （一）

・か ら っ ぽ な感 じが す る （一）
・に ぎや か だ

，88
，84
．81
．79

−．78
．75

−．59
−，57
．56

．87
．85
．79
．79
−．69
．71
−．53
−．67
．55

．79
．74
．57
．67
−．38
．72
−，54
−．45
．63

　 　 　 　 　 説 明率 　 　 　 　 　 　 　54．7％ 　 　52．8％　 　38，9％
父親 ・母親 ・子 ども3者 の27項 目合算版の 信頼性係数　 α

＝ ．87

（一）：逆 転項 目

（FACES −III，01son，　Porter ＆ Levee，1985 ；日本 語版 1 貞木，榧

野 ，岡 野 ，1992） を父親 ・母親 そ れ ぞ れ に評定 し て も ら っ

た 。 2 つ の 下位尺度 擬 集性 10項 目 と柔軟性 10項 目）に つ

い て それ ぞれ主成分分 析に よ っ て そ の 構造 を検討 した

が ， 凝集性 に つ い て は TABLE 　4 に 示 す通 り強固な 1次

元性 が 確認 さ れ た。 しか し，多 く の 先 行研 究 （Olson，

Porter ＆ Levee，　1985 ；黒 川 ，1990 ；貞木，榧野，岡野，1992 な ど）

と同様 に本研究で も柔軟性に つ い て は 1 次元性 を再現

す る こ と は で き な か っ た 。そ こ で 以降 の 分析 で は ，
10

項 目の凝集性項目を加算 し た 得点 の み を分析 に 用 い る

こ とに した。

　子 ど もの 抑 うつ 傾向　Chird　 Depression　 Self−rat ・

ing　Scale （CDSS ，　Birleson，1981） の 日本語版 （村田 ，1996）

を実施 した 。 計18項 目で ， 選択肢は
“
い つ もそ うだ （2

点 ）・と き ど きそ うだ （1点 ）・そ ん な こ とはな い （O 点）
”

の 3段階で あ る 。 抑 うつ 症状が高頻度に 見 られ る場合

に 高 い 評定値 を与 え，総合得点が 高 い ほ ど抑 うっ 重症

度が高 い と判断す る 。 CDSS は 1 次元 構造が仮定 さ れ

た尺度で ある が，回答結果 をも と に 主成分分析 を実施

し た と こ ろ，第 1 主成 分 へ の 負荷 が 0。3以 下 の 項 目が 3

項 目見 られ た （各 項 目の 負荷量 ： 「遊 び に 出 か け るの 力好 き

だ 」＝ ．29，「い じめ られ て もい や と言 え る」； 　．25，「こ わ い 夢 を見

る 」＝．28）。い ずれ も抑 うつ 感 の 中核 を成す内容 で はな い

と判断され た の で ， こ れ ら 3項 目を除 い た 15項 目の 合

成得 点 を子 どもの 抑 うつ 傾 向 の 指標 とした （TABLE 　5）。

15項 目 の α 係数 は ， ．78で あ る 。

結 果

1 ．子 ど もの 抑 うつ 傾向と各説明変数 との 関連

　子 ど もの 抑 うつ 傾向と各説 明変数 と の 関連 に つ い て

相関 を求 め て 検 討 した と こ ろ，母親 の 養育態 度 の 暖 か

さ （r＝＝一．16，pく．01）お よ び父親の過干渉傾向 （r ・・ 、14iP 〈，05）

と弱 い 関連が認め ら れ た 。 家族機能に つ い て は ， 家庭

の 雰 囲気 と は 中程 度 の 相 関 （r・＝一．45，p〈，01） が ，また

FACES −II【の 凝集性 と の 間に も弱 い 負の 相関 （r＝一，17，

p＜，Ol＞が み られ，家族機能の 不 良さ と抑 うつ 傾 向との 関

連性が示さ れ た 。 しか し ， Marital　Love 尺度 の得点 と

は有意な相関は認 め られな か っ た。

　本研 究 で 使用 して い る 子 どもの 抑 う つ 尺度 （CDSS ）は

うつ 病の ス ク リーニ ン グ尺度 と し て 開発さ れ た も の で

あ る 。 臨床的な介入 が 必要 と さ れ る重症度 に 近 い 抑 う

つ 群 の 特徴 を知 るた め に ， CDSS に よるうつ 病診断 の

5
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TABLE 　5　子 ど も版自己記入式抑 うつ 尺度項 目の 主成

　　　　分分析 （第 1主成分 へ の 負荷量 ， n ＝313）

項 目 負荷量

・楽 しみ に して い る こ とがた くさ ん あ る （一）

・とて も よ くね む れ る （
一

）
・な きた い よ う な 気が す る

・に げだ した い よ う な 気 が す る

・お な か が い た くな る こ とが あ る

・元 気 い っ ぱい だ （
一

）
・食事 が 楽 し い （一）
・生 きて い て も しか た が な い と思 う
・や ろ う と思 っ た こ とが うま く で き る （一）

・い つ もの よ うに 何 を して も楽 しい （一）

・家族 と話 す の が す きだ （一）
・

ひ と りぼ っ ち の 気 が す る

・お ち こ ん で い て もす ぐに 元 気に な れ る （
一
）

・とて も悲 し い 気 が す る

・とて もた い くつ な気 が す る

815679160089129444534454645555

　　説明 率

15項 目 の α 係 数

25．0％
　 ．78

（
一
）：逆 転 項目

判別点 （カ ッ トオ フ ポ イ ン ト） は 18項 目版 で 17点以上 と す

る こ とが 適切で あ る と す る先行研究 （Birleson，　1981 ；村

田，1996＞の 報 告 を参照 し，今回使用 し た CDSS15 項 目で

14点以上 の 子 ど も た ち を抑 うつ 高群 （27名，男 児 14名，女

児 13名，高位 8，3％） と した 。こ れ に 対 し，うつ 病で ある

可能性が ほ と ん ど疑わ れ な い 下位25パ ーセ ン タイ ル 内

の 70名 （CDSS 合計点 3 点以下，男 児 33名，女児 37名） を抑 う

つ 低群 と して 2群間の 比較 をお こ な っ た 。

　 TABLE 　 6 に各説明変数に つ い て 抑 う つ 高群 と低 群

それ ぞ れ の 平均値 の 差 の t一検定を お こ な っ た結果 を

示 した。夫婦 の 愛情 尺度 の 得 点 で は，母親 の 父親 に 対

す る愛情得点で 両群 に有意な差が見 られ ， 抑 うつ 高群

の 母親 の 方 が 父親 に 対す る愛情が よ り低 い 傾向に あ る

こ とが示 さ れた （p〈．Ol）。

一
方 ， 父親の 母親 に対す る愛

TABLE　6　 子 どもの 抑 うつ 傾 向 と各説 明変教 と の 関連
　　　　 （抑 うっ 高 群 と 抑 うつ 低群 の 平均値の 差 に 関す る t一検
　 　 　 　 定）

　　　　　　　　 抑うつ高群｛n＝27）　 抑うつ低群（n＝7ω

情得点 に は差 が見 られな か っ た 。 両親の養育態度 に つ

い て も ， 両群で 有意な差が見 られ た の は母 親 の 養育 の

暖か さで あ り， 抑 う つ 高群 の母親の 方が よ り低得点 と

な っ て い る （pく，01）。

一
方， 父親 に っ い て は 過干渉傾向

で 5 ％水準で抑 うつ 高群 の 父親 の 方が よ り過干渉傾向

が 強 い 傾向が 示 さ れ た 。

　家族機能に 関 して は ， 両群で比較的大 き な差が観測

さ れ た 。 家庭の 雰囲気 ， 家族 の 凝 集性 ともに抑 うつ 高

群は か な り低 い 得点 を 示 し て お り （両 者 と も p く，01）
， 抑 う

つ 高群の 家庭の 家族機能 は相対的 に低 い レ ベ ル の 状態

に あ る こ と が 示 さ れ て い る と み る こ と が で きよ う。

2 ．仮説モ デル に対するパ ス 解析

　家族 機能 に 関 す る 2 つ の 尺度 （家 庭 の 雰 囲 気 尺 度 ・

FACES −m の 凝集性尺度） の間に は比較的高 め の相関 （r＝

，61，p＜．01）が見 られ たが ， メ ン バ ー
に と っ て の家庭の 居

心地 の 良 さ と 家族 の 関係性 そ れ ぞ れ に 対 す る 夫婦 関係

の 影 響を検討 す るため に ， 仮説モ デ ル に従 っ て ， FIG・

URE 　1 ・FIGURE　2 の よ うな 2 つ の パ ス 解析 を お こ な っ

た 。 親 子 3者 に よる家庭の 雰囲気評価 と の 関連 （FIGURE

1）で は ， 仮説通 り配偶者 に 対 す る愛情得点が高 い ほ ど

家庭の 雰囲気は暖か く， ま た構成 メ ン バ ーに と っ て の

居心地 の 良さを保証 す る方向に有意な関連が示 さ れ た

〔β の 値 は 夫 ＝ 37 ，妻 ； ．23，と も に p〈．Ol，決 定係 数 の 値 は R2 ＝

．25，p〈．OD
。 相対 的な貢献度か ら見る と ， 父親の母親に

対す る愛情の 方 が家庭の 雰囲気 に 対 し て は や や強 い 関

連 を示 して い る 。 ま た ， 両者の 愛情得点 は
，

そ れ ぞ れ

自分自身 の 子 どもに対す る養育態度 と も有意な関連 を

有 し て い た 。 親の養育態度 の
“

暖 か さ
”

と
“
過 干渉傾

向
”

とい う 2 つ の養育態度因子の うち ， 両親 とも
“
暖

か さ
”

の み に 有意な相関が み られ た が ， そ の 関連 の 程

平均 （SD） 平均 （SD） t一値

〈夫婦の愛情関係〉

母親の 父親へ の愛情

父親の 母親 へ の愛情

く家族機能〉

家庭の 雰囲気

家族の凝集性

〈両親の 養育態度〉

父親の 養育の 暖か さ

父 親の 過干渉傾向

母親の 養育の 暖か さ

母親の過干渉傾向

41．43（12，60）
51，32（11，94）

83，14（10，78）
71．89（13．37）

31．45（　3，73）
12，41（　3．08）
32，29（　3．78）
10．71（　2．95）

49．03（10，05）　　−2．93i
ホ

51．82（　9，71）　　一　．20ns

99，53〔　6，3工）　　−8，05● ．

82．00（10，38）　　−3．4D陰 ．

31．44〔　4，33）
10．78（　2．71）
34．58（　3．57）
10，73（　2．78）

　 ．15ns2
．29廓

一2．64鱒

一
』3ns

1，
　：p〈．01　：

・
　：p＜．  5

母 親の 過干 渉傾 向

FIGURE 　l　 夫婦 の 愛情関係 ， 家庭の 雰囲気 ， 両親 の 養

　　　　 育態度 と子 ども の抑 う つ 傾向に 関す る パ ス

　　　　 解析の 結果

　　　　　　　 （→は有意な パ ス
，

．p（．05
，

桝
ρ〈．Ol，　 n ＝ 313）

一 6
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 母親 の 過干 渉傾 向

FIGURE 　2　 夫婦の愛情関係 ， 家族 の 凝集性 ，両親 の 養

　　　　 育態度 と子 ど もの 抑 う つ 傾 向 に 関す る パ ス

　 　　 　 解 析 の 結果

　 　　 　　 　　 ← レは 有 意 な パ ス ，’p〈．05，躰
ρく．01

，
n ＝ 313）

　家族機能 との 関連 （TABLE 　7） で は，家庭の 雰囲気 と

家族 の 凝集性 ともに 同様な傾向が確認さ れ た 。 相思相

愛型で 両者 と もに ポ ジテ ィ ブな方向に最 も得点が 高 く，

愛情希薄型 は最低で あ っ た 。 粗点を比較 して も10ポ イ

ン ト程度の 大きな差が 見 られ ， 愛情希薄型 で は相 対 的

に 家族機能が低 い もの で あ る様相が 示 さ れ た 。 夫 お よ

び妻片思 い 型 は と も に中間的な 値を 示 し て お り， 妻片

思 い 型 と夫片思 い 型 の 間 に は有意な差は な か っ た。養

育態度 に つ い て は （TABLE 　7）
，

パ ス 解析の 結果 と同様 に

“
暖か さ

”
に の み 差が見 られ ，愛情希薄型で は夫婦 と も

に 最低 の 値 を 示 し て い た 。相思相愛型 と は 有意差 は み

られな か っ た もの の ， 父親の養育態度の 暖か さ は 夫片

思 い 型 で ， 母親の そ れ は妻片思 い 型 で と も に 最高値が

観測 され て い る 。

度 は 父親 の 方が よ り強 く，母親 に 対 す る 愛情 得点 が 高

い ほ ど子 ども に対す る養育態度が暖か い もの に な る傾

向が 見 られ た （r＝．42，pく．OD 。 こ れ に 比較す る と，母親

の 父親 に 対 す る愛情得点 と母親 自身の 養育態度の 暖か

さ との 関連 は ， 有意な水準に は 達 し て い た もの の 弱 い

値に 留ま っ て い る （r＝，18，ρ〈，019）
。

　最終 的 な従属変数で あ る子 ど もの 抑 うつ 傾向と の 関

連 で は ， 両親問の 愛情得点か ら の 直接的な パ ス は 認め

られ なか っ たが，家庭の 雰囲気 と抑 うつ 傾向 とは β
＝

一．51（p〈．Ol）とい う比較的強 め の 関連 が見 られ ， 家庭 の

雰囲気 が暖か く居心地 が 良 い も の で あ れ ば子 ど も の 抑

うつ 傾向は よ り低 い レ ベ ル に あ る こ とが 示 された。親

の 養育態度 と は，母親 の 養育 の 暖 か さ と の み 関連 し て

お り， 母親の 養育態度が暖か い もの で ある ほ ど子 ど も

の 抑 うっ は抑制 さ れ る傾向に あ る こ と が 示 さ れた （β＝

一．12，p＜．05）o

　 FIGURE　2 で は ， 母親 お よび父親が評価 した家族の凝

集性に つ い て分析を お こ な っ た結果を示 し た 。 子 ど も

の 抑 うつ 傾 向 に 対す る説明 率は低下 す る もの の （R2＝

．10，pく．Ol）
，
　 FIGURE　l で検討 した家庭 の雰囲気 尺度 と同

様の 関連 図式 が示 さ れ た 。

3 ，夫婦の 愛情関係パ タ
ーン による検 討

　夫婦の 愛情関係が諸変数 に 及 ぼ す 影響 を さ ら に 深 く

知 る た め に ， 夫 と妻の愛情得点の 高低 （夫 嬖 それ ぞれ の

平 均値 を境 に 高得点群 と低得点群を作成 した ：夫の 平均値 は 50．1

点，妻 の 平均 値 は 45．41 点。） の組を合わ せ に よ っ て 次 の よ

うな 4 つ の グル
ープ を作成 した ：1）tw情希薄型 （夫 婦 と

も に低 得 点群，93組 ），2）妻片思 い 型 （夫 は低 得点 群 で 妻 は 高

得点群，54組）， 3）夫 片思 い 型 （妻 は低 得 点群 で 夫 は高得点 群 ，

52 組）， 4）相思相愛型 （夫 婦 と も に 高得 点ge，　99組 ）。

TA 肌 E　7　 夫 婦 の 愛 情 関係 パ タ ーン と 家 庭 の 雰囲 気

　　　　（
“
居 心 地 の 良 さ

”
）・家族 の 凝集性，お よ び親 自身

　　　　の 養育 態度 との 関連 （
一

元 配 置分 散分 析後 の Dun ・

　 　 　 　 can の 多重比 較 ）

家庭の
＃
居心地の良さ

”
家族の凝集性

愛情希薄群｛93絽［

妻片思い群｛54組）

夫片思い群｛52組）

相思相愛群（99粗）

88．24a93
，S2b，c94
，DOb，c98
．20b，d

69，22a77
．19b，c79
，23blc84
，32b，d

養育の暖かさ〔父）　養育の暖かさ〔母｝ 過干渉｛父｝　過干渉｛母〕

愛情希薄群｛93粗）　　 29．88a
妻片思レ】群（54組）　　　　31．14c
夫片思いew（52M）　　 32．85b
相思相愛群〔99組）　　 32．7Sb，d

32．04a34
，79b，c32
．37d33
．6fib

32．04　　　　　　11．56
34．79　　　　　　11．ao
32，37　　　 10，70
33．66　　　　　11．24

a ， b 間お よ び c ，
　 d 間で p〈．05 で 有意差あ り

　
一

方 ， 子 ど も の抑 うつ 傾向 と の関連を見 る と，抑 う

つ 高群 と低群 で の 4 群 の出現 頻度 は ， 愛情希 薄群 は抑

うつ 高群 に 40，0％ （8 組）， 抑 うつ 低群に 19．6％ （11 組 ），

妻片思 い 群 は抑 うつ 高群に 10．0％〔2 組）， 抑 うつ 低群 に

19．6％ （11組 ），夫片思 い 群 は抑 うつ 高群 に 30．0％ （6

組），抑 うつ 低 群 に 14．3％ （8組）， そ して 相思相愛群は 抑

うつ 高群に 20．0％ （4 組）， 抑 うつ 低群に 46．4％ （26組 ）

と い う 比 率 に な っ た 。 抑 う つ 高群 に は 愛情希 薄群 と 夫

片思 い 群が相対的 に多 く出現 して い る とい う結果 とみ

る こ とが で き よ う。 抑 う つ 高群 と抑 う つ 低群 の 愛情希

薄群 と相思相 愛群 の出現頻度 に つ い て カイ 2乗検定 を

お こ な っ た とこ ろ ， 5 ％水準で 有意な違 い が ある こ と

が 確 認 さ れ た （X2 ＝5．21，　p ＝．022）。

　家 庭の雰囲気得点の うち ， 子 ども評価分だ けを取 り

出 し た 得点 で は相思相愛群 と愛情希薄群 の間で 有意な

差が確認さ れ た （TABLE 　8）。 愛情希薄群で は よ り家庭の

雰囲気を
“

冷た く居 心地 の 悪 い もの
”

と 子 どもが 感 じ
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TABLE 　8　夫婦の 愛情関係 パ ターン と子 ども変数と の

　　　　関連 （一元 配置 分散 分析後の Duncan の 多重 比較〉

子どもが認知している家庭の　　抑うつ傾向：総台点

　
“
居心地の良さ

”

愛情希薄群（93組｝

妻片思い群（54組1

夫片思い群（52組）
相思帽愛群〔99組）

29，10a30
，2329
．553LO6b

22．6421
．Sl22
，5421
、64

抑うつ項目：　「よく眠れ る」　「逃げ出したい」　「食事楽しい」　「家族と話すのが好き」

愛情希薄群｛93組）　1．24a
妻片思い群（54組）　1．52b
夫片思い群（52組）　1．27
相思相愛群（99組）　1．41

1、76al
．631
，53bl
，58b

1，41b，dl
．71a1
．44b，dL6
呂c

L44aL561

．541
．67b

a ， b 間 お よ び c，　 d 問 で p＜．05 で 有意 差 あ り

て い る の で あ る。また，全対 象者の 抑 う つ 傾 向得点に

関 して は ， 総得点で は 4 群間で 有意 な差 は み られ な

か っ た が ， 項 目 レ ベ ル で検討 し て み る と 以下 の 4 項 目

で 群 間差が 見 られた ：「とて もよ く眠れ る （逆 転項 目）」

で は愛情希薄群 と妻片思 い 群 と の問に，ま た 「逃げ出

した い よ う な気が す る」 で は 愛情希薄群 と夫片思 い 群

お よび相思相愛群 との 問に差が見 られ ， と も に愛情希

薄群で 「よ く眠れ な い 」 ま た は 「逃げ出し た い 気が す

る」傾向が よ り強 くな っ て い る。家族関係 に 関連す る

「家族 と話すの が好 きだ」で は，家庭 の 雰囲気評定 と同

様 に 愛情希薄群 に 比較 して 相思相愛群の 肯定傾向が強

く， 片思 い の 2群 は 中間的な値を示 し て い る 。 「食事が

楽 し い 」で は 妻片思 い 群 が 最高値 を示 し， 次 い で相思

相愛群が続 き ， 愛情希薄群 と夫片思い 群は低 い 肯定傾

向を示 して い た 。

考 察

1 ．夫婦 の 愛情関係 と 子 ど もの 抑 うつ と の 関連

　夫婦 関係 が子 ども の精神的健康に どの よ うな影響 を

及 ぼ す か と い う こ と に つ い て は， こ れ ま で 夫婦間 の 葛

藤関係 を中心 に 検討 され て きたが ， 本研究で は ， 夫婦

関係 の もう
一

つ の 重 要 な側面 で あ る愛情関係 に 焦点 を

当て て検討を試み た 。 そ の結果 ， 対象者全体で の 相 関

は葛藤 関 係 を扱 っ た従 来 の 研 究 と同様 に 低 く （e．g．，

CumsilLe ＆ Epstein，1994 ； Mahoney ，　 Jouriles＆ Scavone，

1997　；　Fincham，1998）， 有意な水準 に は達 しな か っ た が ，

抑 う っ 傾向の 比 較的 強 い グル ープ （抑 うつ 高 群）と低 い グ

ル ープ （低 群 ）を比較 し た と こ ろ ， 抑う つ 高群の
“

母 親

の父親に 対 す る愛情
”

が か な り大 きな得点差 で よ り低

い も の で あ る こ とが明 ら か に な っ た 。

　母親 自身 の 抑 うつ 傾 向が ，同様 に 母親 の 父親 に 対 す

る愛情の み と関連する （父親 か ら愛 され て い る程度 とは 関連

しな い ） こ とを著者 らの 先行 研究で報告し て きたが （詫

摩，八 木，菅 原，北村，1999），こ の 結果 とあわ せ て見 る と，

夫婦関係の 悪化 に伴 う母親の 抑 うつ が子 どもの抑 うつ

を促進 し，し か もそれ は連続的な影響の 仕方 と い うよ

りは ， 母親の 父親 に対す る愛情度が あ る レ ベ ル 以 下の

低 い も の に な っ た場合に 子 ど も に対す る影響 も顕著に

な っ て くる と い う可能性 も考 え られ よ う。母親 自身の

抑うつ が子 ど もの抑 うつ の大 き な原因の 1 つ と な る こ

とは よ く知 られ た こ と で あ り （Zahn −Waxler，1995 ；菅原，

1997）， 夫婦関係を経由 した母子 の抑 うつ の同時性 に っ

い て も検討 され る必 要が ある と考 え られ る 。

　 また ， 両親の 愛情関係の組み合わ せ に よ っ て 検討し

てみた と こ ろ，抑 うつ 高群 と低群 の 比較 で は相 思相愛

群は 低群に よ り多 く ， と も に冷 え て い る愛情希薄群は

高群 に 多 く出現 す る傾 向が 有意 に 認 め られた。夫婦間

の情緒 的 な絆の あ り方 が 子 ど も の精神的健康に 影響 し

うる こ と を示 す結果 とみ る こ とが で きよ う。 また ， 片

思 い 型 の 家庭で は ， 片思 い を して い る方 の 子 ども に 対

する養育態度の暖か さ （父親 片思 い 型 で は 父親 の ，母 親 片 思

い 型 な ら母親 の 養 育態 度の 暖 か さ）が 最高得点を示す傾向が

認 め られ，片側 だ け に し て も子 どもに と っ て よ り
“

や

さ しい 親
”

が存在す る こ と が抑 うつ の深化 を防 い で い

る可能性 も考え られ よ う。序論で も見 て きた よ う に，

夫婦間の 葛藤関係が 子 ど も の 問題行動や精神症状 と関

連す る こ と は 既 に 多 くの 先行研究 で 明 らか に され て き

て お り （e．g．，　Emery ＆ O’Leary
，
　1982 ）， 今後 は こ うし た否

定的側面 と と も に ， 相手 を信頼 し異 性 としての魅力 を

感 じ る こ とが で き て い る か どうか と い っ た ， 夫婦関係

の肯定的側面に つ い て も評価 して両面か ら考察して い

く必 要が あ る と考 え られ る。

2 ．家族機能および養育態度 を媒介 と した関連 メ カ ニ

　 ズ ム に つ い て

　夫婦 の 愛 情関係 が 家族機能 （家 庭 の雰 囲気 と家族 の 凝 集

性 ） を媒介 し て 子 ど も の 抑 うつ 傾向 と関連す る と い う

仮説 に 従 っ て パ ス 解析を実施 した と こ ろ，F 【GURE 　1，

FIGURE　2の よ うな ほぼ仮説を支持す る結果を得た 。 夫

婦間で配偶者 に 対する愛情度が高 い ほ ど家庭 の 雰囲気

は メ ン バ ー
に と っ て 居心地 の よ い もの で あ っ た り， 家

族 の まとま りも高 い 傾向が認 め られ ， 夫婦の 愛情関係

は 家族機能 と確か に 関連す る こ と が 示 さ れ た 。また，

夫婦関係 の 良好 さは親 の 子 どもに 対 す る養育 態度 との

関連で も， 両親 と もに 子 ど も に 対す る暖か さ に 関わ っ

て い る こ とが 示 され た。

　そ して ， 子 どもの 抑 うっ と の関連で は ， 仮説通 り こ

うした家庭の雰囲気の 良さや凝集性の 高さ と関連す る

こ と が示 さ れ た。親 の養育態度に関 し て は，母親側の
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み に有意な関連が認 め られ，母親 の 暖 か い 養 育態度 は

子 ど も の 抑 うつ 傾 向 の 低 さ と関連 す る こ と が 示 さ れ た 。

一方 ， 父親側の 養育態度は母親 （妻）に対す る父親 自身

の愛情 と は 関連 して い る もの の （妻 へ の 愛情 度 の 高 さ と，養

育 態度 の 暖 か さ お よ び過 干 渉傾 向 の 低 さ が 関連 す る） 子 ど もの

抑 うつ 傾 向と の 間 で は直接的 な関連性 は示 され なか っ

た 。 中学生期の 子 どもの 抑 うつ 感 と家族が 認知す る家

族機能 の 程度 と の 関連 を検 討 した 西 出 と夏野 の 研 究

（1997）で も ， 子 ど も の 家族機能の 認知 や 抑う つ 感 と関連

が あ っ たの は母親の家族機能認 知の みで あ り ， 父親の

そ れ は本研究 と同様 に関連が認 め ら れ な か っ た 。 父親

の 子 ど も と の 接触時間 の 短 さな どが 父親 の 影響 力 を低

め て い る の か も しれ な い が ， 今後 さ ら に 詳細な検討 が

必要で ある 。 また ， 本研究で は親の養育態度 と して 2 っ

の 因子 （養育の 暖か さ
・過 干渉傾向） に つ い て 検討 して きた

が ，甘 や か し や 放任 な ど と い っ た さ ら に 多様 な 養育 態

度の諸側面に つ い て も研究 さ れ る こ と が 求め ら れ よ う。

　児童期 に あ る多 くの 子 ど もた ち に と っ て 親は ど ち ら

も重 要な愛着対象で あ り， 自分が大好 き なふ た りの 愛

情関係が 希薄だ っ た り不安定で ある様子 を見た り感 じ

た りす る こ とは ， 大 きな心理 的ス トレ ス とな ろ う 。
こ

の 時期の 子 ど もが抑 うつ 状態 にある と き ， 背後 に親の

夫婦関係の 問題が あ りは しな い か 確 か め る こ と も必要

で ある 。 また ， 児童期 ・思春期の 子 どもの 抑 うつ も，

成人 と同様 に ，家庭内外の ネ ガ テ ィ ブな ラ イ フ イ ベ ン

ツ が 関連す る こ とが知 られ て い る （Hammen ，1992）。 家

族関係の 良 し悪 し は，こ う し た 問題に 子 ど もが遭遇 し

た とき に ， 子 ど もを落ち 込 ませ な い
， ある い は落ち 込

み 深化の 抑制に 寄与で き る か ど うか に も影響す る 。 著

者 ら の 先行研究 （藤 森，真 栄城，八 木下，菅原，1998） で も，

子 どもがネ ガテ ィ ブな ライ フ イ ベ ン ツ を体験 して も，

家庭の 雰囲気が良 く家族の 凝集性が高 けれ ば子 ど もの

抑 うつ 傾 向が 低 い レ ベ ル に と ど ま る こ と を見 出 して い

る。本研 究 の 結 果 は ， 抑 うつ 状態 に あ る 子 ど もを サ ポ ー

ト し う る 家族 関係 に あ る か ど うか に 夫婦間の 愛情関係

が 影響 を及 ぼ す こ と を示す もの で あ り ， こ うした家族

機能 を経由 した夫婦関係の 影響 に つ い て今 後 さ ら に 検

討 さ れ て い く必要が ある と考 え られ る 。

　夫婦関係 と家庭の雰囲気や家族の凝集性 との関係性

は ， お そ ら く
一

朝
一

夕に 作 ら れ る も の で は な く ， 子 ど

もの 誕 生 に 先立 つ 夫婦 ふ た りの 生 活 に 始 ま り，妊娠 ・

出産 ， そ し て 子 ど もが就 学期 に 達 す る ま で の 長 い 家族

の 歴史の 中で 醸造 さ れ て い くもの で あ る と想像 され る 。

本研究 は長 期縦断研 究であ り，妊娠 期 か らの 資料 を解

析 した先行研究で は （菅原 ，1999）， 対象児童 が 乳幼児期

に あ っ た とき の 夫 婦 の 育児協 力 の 程度が そ の 後の 夫婦

関係を 予 測 す る も の で あ る こ とが 見出さ れ て い る 。 子

ど もの 精神的健康 と夫婦関係 ， 家族関係 との 関連メ カ

ニ ズ ム を明 ら か に し て い くた め に は ， こ う し た 長期的

視点か ら の 検討 も今後さ ら に 必要で あ る と考え られ る。

また ， 今 回 は質問紙 法 に よ っ て 家 族 の 各 メ ン バ ーの 認

知 を指標 と して 検討 され た が ， 実際に どの ような個々

人 の 行動や 家族間 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が こ う した認

知 を形成 し て い る の か を観察等の 手法に よ っ て 確認 し

て い く こ とも求 め られ よ う。

　本研究で は家族関係 と子 ど もの 抑 うつ と の 関連に つ

い て 検 討 して きた が ，こ こ で 見 られた こ とは ， 学校 な

どの 家庭外の 集団 で も同様に い え る の か も し れ な い
。

例 えば学校 に も，
‘L
ク ラ ス の雰囲気

”
や

“
学校全体の 凝

集性
”

とい うもの が存在す る。それ らは，子 ど も同士 ，

あ る い は 子 ど も と教 師 と の 関係だ け で 形成 さ れ る も の

で は な く， 教職員間の 関係性 も影響す る可能性 は十分

に 考 えられ る。職員 間 に 不信感や対立 が あれば ， それ

ら は学校全体の 空気に 広 ま っ て い くで あろ うし ， 反対

に 和気 あ い あ い と し た大人 同士 の 関係 は，落ち込 ん だ

子 どもの 気持ち を支 え得る暖か い 雰囲気を ク ラ ス の 中

に 流し込む こ と もで き る の で は な い だ ろ うか 。 家庭内

の 夫婦 関係 と 同様 に ，家庭外 で の 子 ど もを取 り巻 く大

人同士 の 関係に つ い て も， そ の 子 どもの精神的健康 へ

の 影響性 に つ い て 今後検討され る べ きで あ ろ う と考 え

ら れ る 。
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Marital　Relations　and 　DePression　in　School− Age　Children　：　Links　with
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　To 　investigate　the　relationship 　between 　marital 　relations 　and 　children
’
s　depression，　as　mediated 　by　family

functioning　and 　parental　attitudes 　toward 　child 　rearing ，　 a 　questionnaire 　survey 　was 　carried 　 out 　using 　a

mailed 　questionnaire ，　 Questionnaires　completed 　by　the　father，　mother ，　and 　children （average 　age 　of 　fathers，

43years ；mothers ，39．8　years ；children ，10．2　years）were 　received 　from　313　famiiies　out 　of　1β60　families

originally 　contacted ．　 Mothers　and 　fathers　were 　asked 　to　answer 　independently　questions 　regarding 　their

marital 　relations ，　family 　atmosphere ，　family　cohesion ，　and 　attitudes 　toward 　childrearing ．　 Children’s　depres−

sion 　was 　measured 　by　a　self
−
administered 　depression　scale ．　 The 　results 　supported 　the　hypothesis　that

higher　scores 　on 　the　marital 　love　scale　were 　related 　to　better　family　functioning　and 　warmer 　parental

attitudes ヒoward 　child 　 rearirlg ，　 and 　that　the　marital 　love　scale 　was 　negatively 　correlated 　with 　children
’
s

depressjon．　 The 　mother
’
s　warm 　attitude 　toward　their　children　was 　correlated 　with 　Iower　depression　in　the

children ；no 　significant 　correlation 　of 　depression　with 　 a 亡titude　was 　found　for　fathers．

　　Key 　Words ： marita ！relations ，　famHy 　function，　parental 　 attitudes 　toward 　child 　rearing ，　depression　in

middle 　childhood ，　families
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