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愛着 と気質が母子分離に 及 ぼす影響

2 ， 3歳児集団の 継続的観察に よ る検討

尾 　崎　康　子
1

　週 1 回開催 さ れ る親子教室 に 参加 し て い る 101名 の 2 ，3歳児が母親か ら離 れ て 仲間集団 に参加 す る経

過を ］年間観察 し，母 子 分離 の 状況 を過分離型，徐 々 分離型，一定分離型 ， 不分離型 の 4 つ の パ ターン

に 分類し た 。
こ れ らの 各母子分離型 に お け る子 ど もの 愛着安定性 と気質 の 特徴 を調 べ ，こ の 時期の母了

分離 に 関わ る 要因 を検 討 した。母子分離の様相 が 相反す る 過分離型 と不 分離型 に 分類 さ れ た 子 ど も は，

共に 愛着安定性は低か っ た が
，

過 分離 型 の 子 ど もは 新奇場面に し り込 み しな い の に対 して ， 不分離型 の

子 どもは新奇場面 に し り込 み し，順応性 も低か っ た。 こ の よ う に ， 愛着 の 安定性が低 い 子 どもで も，子

ど も の 気質 に よ り母子分離の 状況 が 異 な る こ とが示された。一方， 新奇場面 に しり込 み を して も ， 愛着

が安定し て い た徐々 分離型 の 子 どもは ， 次第 に 母 子分離 し て お り， 2 ， 3歳児が仲間集 団 に 参加す る際

の 母 r一分離は，愛着 安定性 と気質が相互 に 関係 して特徴 づ け られ る こ と が 示 唆 さ れ た 。
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問 題

　2 歳 頃 に 仲間と の 遊 び に 興味関心 を示 す ように な っ

た 子 どもは，徐 々 に 仲間と遊 び 始 め， 4歳以 降 に よ う

や く 1 つ の 遊 びを仲間 と共有 して 遊 べ る よ う に な る

（Parten，1932 ）。こ の 仲問遊び に 至 る 経過 は，家庭中心 に

生活 して い た 子 ど もが，家庭外 の仲問集団 に 参加 し て

い く経過 で も あ る。そ もそ も人間は ， 生理 的早産 と言

わ れ る よ うに 未熟 な状態 で 出生 し，発達初期 に は，母

親に精神的 に も身体的に も依存 した状態 に あ る と 言 え

よ う。従 っ て ，
2 ， 3 歳以降に仲 間集団 に 加わ れ る よ

う に な る に は ， 子 ど も 自身 が 心 身 と もに 母親か ら離れ

る い わ ゆ る母子分離の 成立 が 重要で あ り，
こ の 時期 の

母子分離 は 子 ど も に と っ て も重要な発達課題 で あ る。

しか し ， 少子化や核家族化が 顕在化 して い る現 在，母

子 が よ り
一

層密着 した状態に留まっ て い る
一

方で ， 子

ど もの 仲 間 と の 自然 な 出会 い は ま す ま す限定さ れ て き

て お り ， 円 滑 な 母子分離 が な さ れ て 仲 問集団 に 参 加 す

る こ と は ， 育 児課題 と し て 重要視 され て き て い る 。

　従来の母子分離 の 研究 で は ， 精神分析 学 の 立場 か ら，

Mah ！er ＆ La 　Perriere（1965） に よ っ て ，生 後 2 ， 3

年の 問 に ，母親 か らの 分離 と分離不安を繰 り返 し っ っ

母 子 分離を達成 し，個体化 へ の 過程 を辿る と い う分離

個体 化説 が 提 唱 さ れ て い る 。そ し て ， 良好 な 母 子 相互

作用 が あ り，母親が 子 どもの 分離不安 に適切 に 関われ

ば ， 分離個体化 は順 調 に 進 む が ，母親が分離不 安 に 対

　 　 日．、
’
ん家庭教 育セ ン タ ー

して適切な情緒的対応 をせ ずに 子 ど もの 不安 が 潜在 し

て 思春期 ま で 持ち 越 され る と，そ れ が 思春期以後 の 精

神的病理 の 重要 な 要因 に な る と 考 え た 。

　一
方 ，

Bowlby （1969｝は ， 発達初期 に 母親 との 間に 形

成 さ れ る愛着関係 が ，子 ど もσ）健全 な発達 に 最 も重要

な要素で あ る とす る 愛着理 論を提唱し て い る。愛着理

論 に よ る と，子 どもは誕生直後 か ら母親 との 社会的相

互交渉 を通 じ て，母 子 間 に 情緒的な絆す なわ ち愛着を

形成 し て い く。こ の 愛着形成 をも と に ，子 ど も は外 の

世界 へ と 団 を 向 け て 広 く相 hl交渉 を展開す る よ うに な

る。そ の 際， 母親 は 子 ど も の 探索行動 に お け る安全基

地 として機能 し て お り， 子 ど もは 母親 と離れ て も安心

し て 周囲 を探 索 し た り対象物 と 関わ っ た りで きるの で

あ る 。 そして ， 3歳頃か ら は安全基地 と して の 母親 の

イ メ ージ が 内的 ワ
ーキ ン グモ デル として 内面化さ れ ，

母親 が 不在で も安心 し て 母親 と離れ て い られ る よ う に

なる。こ の よ うに 子 どもは発達初期に母親 と の 間 に 形

成 さ れ た愛着 を基礎 と す る こ と に よ り ， 時間的 に も距

離的 に も母子 分離が 始 ま る 咽 島ユ 995 ）。

　 Bowlby 〔1969） の 愛着理論 と関連して
，　 Ainsworth，

Blehar，　Waters，＆ Wall （エ978） は ， 母親 との 分離・再

会場面 を設定 した ス ト レ ン ジ ・シ チ ュ エ
ー

シ ョ ン 法 を

考案し た 。 そ して ，母親 へ の分離抵抗 の 強 さ や 母 親 に

慰め や 保護 を求 め る 程度な ど の 子 ど もの 行動特性が 愛

着の形成状態 を 反映 し て い る と 考 え，そ れ ら の 違 い に

よ っ て 愛着安定 と愛着不 安定 の パ ターン に 分類 した。

こ の 発達初期 に 安定 し た愛着 バ タ
ー

ン を示 した子 ど も

N 工工
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は ， そ の 後 の 幼児期 に お い て も安定 し た愛着を不 して

い る こ とが 報告 さ れ て い る （Main ，　 Kaplan ．＆ Cassicly，

1985 　；　、Varrner ．　 Grossmann ，　Fremmcr ．B （川 n1，ik．　＆ 　Suess．，

ユY94）。さ ら に， こ の 愛着安定性 は ，思春期 や 青 年期 に

お い て も自律 や自立 に 向 か ）心理 的基礎 と して機能す

る と 言 われ て い る （AL［en ，　Hauser ．　Bell．＆ 0 ℃ onn ∩ r，1994 ；

Rya 冂 ＆ Lynch、1989）。

　 こ の よ ）に ， 子 ど も が 自価 こ向 か っ て 順訓 な成長 を

遂 げ る た め に は ，成長 の 過程 で まず安定 し た 愛着 が 形

成さ れ，そ れ を削 提 と して 母 了分離が達成さ れ る ＿と

が 必要 で あ る と言 え よう。 特に， 3歳 以降に家庭外集

団 に 参加 す る 際 の 母 子 分 離を達成 す る こ と は
， 家庭外

へ と
一

歩踏み出し社今的 自立へ と向 か う転機 で あ る n

出生 か ら社会的自立 に 至 る胆 月な子 どもの 発達 を継新

的 に 検討 し て い くた め に も ，
こ の 家庭 外集団 に 参加す

る際 の 母子分離 と愛着1レ成と の関係を 明 らか に す る こ

と が 必要 で あ る 。
こ の 母子 分離 の 実態 に つ い て ，尾崎・

四 日市 （1999｝が 1年間 の 推移 を訓 べ た と こ ろ ， 多様な

母子 分囃の行動パ タ
ー

ン が 認 め られた。さ らに ，
こ れ

ら の 母子分雌 の 行動パ タ
ー

ン が 如何 な る愛着形成 と関

係 し て い るか を検討 して い く こ と が必要で あろ う。

　
一

方，母子分離場面 で の 子 ど も の 行動を 調 べ る際 に

考廡 ナベ き要 因 と し て ， 子 ど も 自身0）持 つ 気質 か あ る 。

子 ど も の気質を 重視す る研 ノピ者は，ス トレ ン ジ・シ チ ュ

エ
ー

シ ョ ン 法 で 評 定さ れ る 子 ど もの 反 応 は ， 愛着 の 質

と い う よ りもむ し ろ 分離 ス トレ ス に対す る子 ど もの 気

質的特徴 を反映 し た も の で あ る こ と を指摘 し て い る

（Campos ，　 Barrelt　T．umb ，　 G 〔〕ldg．　mith 、＆　Sten］〕el
−
g，1983　；

Kagan ，198
’

三 宅，／989）。 ま た ，新奇な物 や人 に 出会 っ

た時の 「行動的抑制」 は幼
旧
期 を通 して

一
貫 して 見 ら

れ る こ と 〔Garcia．Coll、⊥t　LgaT
’
1，＆ Reznick，　1984）， そ し て ，

幼児期 に お い て 母子 分離 ・再会場面で連続性が 示 さ れ

る の は 気質的特徴 で あ る と の 指摘も あ る （中野 ，］990｝，，

確 か に ， 乳幼児に と っ て強 い ス トレ ス と な る母子分離

場而 に お い て は ， 物怖 じ し な い 子 はス トレ ス S
）少な い

が ， 引 っ 込 み 思案の 子 は ス 1・レ ス が 大 き い た め 母親か

ら分離 で きな くな る こ とが考 え ら れ る 。 従 っ て ， こ の

母 子 分離レ 面で の 子 ど もの 行動 を検討 す る 際 に は，子

ど もの 気質的特微 を 考慮 す る 必要力 あ る。

　従未 の 研究 て は，母 子分離 ・再会毎面 に お け る 子 ど

もの 行動を規定す る要因 が ，愛看 で あ る か 気質 で あ る

か とい う二 者択一
の 論磁 が 行 わ れ て き た e し か し，母

子分離と夏右 の 相補関係 を考 κ る と，母 † 澄離 に 関 わ

る 要因 と し て愛右 を抜 き に し て は 考 え 丿 れな い が ，「」

時 に ， 子 ど も の 気質 が 母 子 分 離の 状況 を左右 し て い る

こ と も十分考晦 で き る こ とか ら ， 愛着 か 気 資 か と い う

二 者択
一

で は な く ， 愛着 と気質の相互 の 関係性を検討

して い く＿とが 蠱要で あ る と思 わ れ る。

　 そ こ で ， 本研究 で は， 2 ， 3 歳児 の 厚 」
．
分離 の 実態

を 明 ら か に し，愛着 と気質 の 如何 な る 関f司生が それ ら

の 母子分誰 を規走 して い る か を明 ら か に す る こ と を 目

的 と す る 。

方 法

　対象者　週 1 回 1 イt間開催 さ れ る親ア 教室 に在耘 し

た母 了101組 を対象 と した。入所時 の 平均年齢は，子 ど

もが 2 歳 11ヵ 月 〔
．

  6 ヵ 月〜3 歳 5ヵ 月）で あ り，母 樹が

32歳 （25 反〜41〕劇 で あ っ た 。 子 ど もは い ずれ も家庭保

育児で ，男児49名 〔鰍 5％ 〕，女児 5？名 crl．5％）で あ り ，

子 ど もの 出生順位 は ， 第 1子 が 81名（so　？％）， 第 2子 が

15名 （14 ；％｝， 第 3 子が 5 名 〔5％）で あ っ た。家族 の 住

居 形 態 は
一

戸建 て 住宅 33名 （32．7％），高 1「住宅 68名

〔673％）で あ っ た 。 な 才
』
，い ずれ の 母 了 とも ／年間の規

子教 嘗
（28 回 〕 に 7． 　／．以上 出席 し て い た u

　親子教室 の 内容　親 子 教室 は ， 母担の勉強会 や 。舌し

合 い が 行われ る母親教 ，．、と，自由遊 び中心 の 保育が 行

わ れ る 幼児教室 か ら な っ て い る v 母視教室棟 と幼 児教

窒棟は隣接し て お り，保育 中 も子 どもは両教宇棟問を

自由に行き来で き，母親 の 側 に し た い 子 どもは ， 最初

か ら母 親教室 に い る こ と もで き る 。 な お ， 1 ク ラ ス の

人数 1よ，母子 40組で あ る v

　母子 分離の 評定　幼児教室 で の 2 時間 α）保育中 の 観

察 に 基 づ い て ， 母親 か ら完全 に 離れ て幼 坦教 A に参加

した場合を 3 点，途中 か ら誘導 され て 参加 した場合や

途中で 母親 の 兀 に 戻 っ た 易合 を 2 点 ， 終始
’i　／親 の 側 に

い ナ場 合を 1点 と して 評定 し た 。 こ の 評定 は，慣 ら し

保育 が 彳1わ れ た 入所後 1 ヵ 月間 と夏休 み の 1 ヵ 月間 を

除 くユ0 ヵ 月 間 に 計28回 行 っ た 。

　愛着の評定　Water ＆ Deane （1985） が 開発 した 愛

着Q ソ
・一ト法は 工00項 目で あ っ た が ，現 在 で は ， 1986年

以 降に 改定 さ れ た 9〔順 目 の版 が 主に使用 さ れ て い る、

さ らに ，近藤 （1998）は ，
こ れ ら の 90項目か ら，愛着安

定性 と 高 い 相関 が 報 告 さ れ た （Ilo“ ．＆ Smith 、1“）9「
，　 1　）i

序 1998） 42肩 目を選出 し ， 愛着Q ソート法 （1z損 目」カ

を 作成し た。90項 目の 愛着 Q ソ
ー

ト法 の 実施 に は約 1

時間以 上 もか か る た め，101名 に つ い て 評価 す る 本研 无

で は ， こ の 愛着 Q ソ
ー

ト法 （42項 口 版 ） を 使 用 した 。

　愛着 Q ソー ト法 （42」吐 ｝版）の 評定 は， 8 名が 分 担 し

て 行 っ ／．。 子 ど もの 母 親 に 対す る 反応 や 行動特徴 な ど

を 1 ヵ 月 間 観 蜜 す る と と も に ，観察 て は わ か ら な い 竡
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目に つ い て母 親に直接聴取 し，そ れ ら を基 に 各 自で 愛

着Q ソ ・一ト法 （42項 目版 ） を行 っ た 。 観 察 時 期 に 関し て

は ， 入所後 6 ヵ 月目 に 行 っ た。な お，事前 に 全評定者

で特定の 子 どもの 愛着 Q ソ
ー

ト法 （42項 目版 〉 を行 い ，
一

致率が 75％の基準に達し て か ら観察を行 っ た
。

　実 際 に は，カ ードに書か れ た項日内容に対 して ， 子

ど も 0）行動特徴 が 「1 ：最 も表さ な い 」， 「2 ： や や表

さ な い 1， 「3 ：少 し表 さ な い 」，14 ： ど ち ら で も な

い 」，「5 ：少 し表 す」，「6 ： やや表す」，「7 ：最 も表

す 1の 7 段 階 の 何れ で あ る か を判断し ， 最終的 に 全 42

枚の カ ードを 7段 階 に 6枚ずつ 害IIり当て る 。 そ の割 り

当て た段階が そ の 項 目の 配点 と な る。そ し て ，愛着安

定性 の 得点 は ， そ れ ら の行動を最 も典型 的 に 示 し た 場

合 の 標 準 分 類 （criteriun 　 SQrt ） 配 点 （Waters，　 Vaughn ，

P 。 sada ，＆ KDnd ・
−lkemura，199，5）と各被験 者の 項 円配 点 の

相関が求 め られ ， それ に Fisher　r・to・z 変換を施 し て 算

出され た 。 101名の 愛着安定性得点 の 平均値は，．36 （範

囲一．9ユか ら、99） で あ っ た 。

　子 ど もの 気質の調査　「子 どもの 行動 の 調査 （BSQ ）」

（マ ク デ ビ ッ ト ・キ ャ リ イ ，1982 ）の 10〔｝項 目か ら， 過活動性

13項 目， 不規則性 9項 目，新奇場面 の 反応 （し り込 み）

1⊥項目，不順 応性】2項 目，反応 の 強 さ12項 E ， 気分の

質 の 悪 さ 12項 目 ， 非執着性 10項 目，過敏感性ll項 9 の

計 9〔｝項 目を選 び使用 し た 。 全 て の 項 目に つ い て は，「1 ．

ほ と ん ど〜で ない 」か ら 「6 ．ほ とん どい っ も〜で あ

る」まで を ，
1 点 か ら 6点 で 得点化 し ， 各下 位項 目 の

得点を算出 した （McDevitt ＆ Carey．1975；佐藤 1985）。 そ

れ ぞ れ の 下位項 目で は 得点 が 高 い ほ ど，過活動性項目

に つ い て は活動性が 高い
， 不規則性項 目 に つ い て は 不

規則 で あ る，新奇場面の反応項 目に っ い て は しり込 み

す る ， 不順応性項 目に つ い て は慣れ る の に 時間 が か か

る ， 反応 の 強 さ項 目に つ い て は 反応が強 い
， 気分の 質

の 悪 さ 項 目 に つ い て 機嫌 が 悪 い ，非執着性項目に つ い

て は 長続き し な い
， 過敏感性項 目 に つ い て は 過 敏で あ

る こ と を意味し て い る 。 こ の 調査 は ， 入所後 4 ヵ 月 目

に ，母親 に 記 入 を依頼 し た。

結 果

母子分離型 の 分類

　子 ど も が 母親か ら 離 れ て 幼児教 室 に 参加 す る 1年 間

の状況 は ，
101名 の 1 年間 の 延 べ 出席同数2434回 の 内，

母親 か ら完全 に 離 れ て 幼児教室に参加 し た 栂 子分 離評

価 は 3 点 ）の は 1478囘 （60．7％）， 途 中 か ら誘 導 さ れ て 参加

した場 合 あ る い は途中で 母親の 元 に戻 っ た （2 点 ） の は

831回 （34．1％），終始母親の 側 に い た （1点 1 の は125回

（5、1％ 〉 で あ り，多 くの 子 ど もが 母親 と離れ て幼児教室

に 参加 し て い た 。 ま た， 1 年間 の 全員 の 母子分離評価

の 平 均f直は 2．56点 鰾 準 偏 差 は D、59） で あ っ た 。

　次に，各子 どもの 1年間の 母子分離 の 経過 を調 べ る

た め に ， 1年 （2S 回）の 教室 日 を 2 ヵ 月 （4，5 剛 ご と 5

期 に 分 け，各期 に お け る 母了分離評定の平均値を求め

た
2。そ して ，1年間 の 母子分離評価 の 平均値2．56点 を

基準に し て ， 各子 どもの 各期 の 平均値 が そ れ 以 上 か 未

満か を判断し ， そ の 5期の推移か ら母子分離型 を 4 パ

ターン に 分類 し た 。 5 期全 て の 平均値が2．56点以上 の

子 ども，即ち 1 年間 を通 して 母了分離し て い た 子 ど も

を過分 離型，最初 は 2．56点 未満 で あ っ た が そ の 後 に

2．56点以 上 に な っ た 子 ども，即 ち 最初は母子分離 で き

な か っ た が 次第 に母子分離で き る よ うに なっ た子 ども

を徐 々 分離型，各期 の 平均値が 2，56点以上 に な っ た り

未満 に な っ た り と一
定 し な い 子 ど も ， 即 ち 母 子 分離 が

で きた り，
で きなか っ た り と ／年間

一
貫 した傾向が な

く様 々 な 経過 を辿 っ た子 ど もを
一定分離型

／’

，5 期全て

の平均値が2 ．56点未満の 子 ど も， 即 ち 1 年間 を 通 し て

母 了分離が 困難で あ っ た 子 どもを不分離型 と した。そ

の 結果，101名 の 子 ど も の 母 子 分離型 は ， 過分離型 が 29

名 （2S．7％ ），徐 々 分離型 が 26名 （25．7％），

一
定分離型が

29名 （L8．7％），不分離型 が 17名 （16．8％） で あ っ た。

　 さ ら に ， 4 つ の 母子分離型 ご と に 各期 の 母子分離評

定 の 平均値を求め ， そ れ らの 5期の推移を図示 したの

が FiGURE　l で あ る 。 な お ，
こ れ ら 4 つ の 母子分離型 に

お け る子 どもの 月齢 の 有意 な違い は認め られ な か っ た

（F （3．9η一〔1．81）o

母子分離型 に おけ る 男女差

　 4 つ の 母子分離型 に お け る性別人 数 を TABI．E　 1 に

示 す 。母子分離型 と性別 との 関連 を検討するた め に ，母

子分離型 （4 型 ）× 性 憫 女 ）の κ
2
検定 を行 っ た と こ ろ，

有意 な関係 は認 め られ なか っ た （x2 （3，　 N ＝101）・．1．933）。

従 っ て ， 母 子分離型 に よ る 男女 の 違 い は 示 さ れ な か っ

た 。

母子分離型 に おけ る 愛着安定性得点

　愛着 Q ソー ト法 （42 項 日版 ）の 分析 に よ っ て 得 られ た

愛着安定性得点を ，
そ れ ぞ れ 4 つ の 母子分離 型 聞 で 比

較し た。 4 つ の 母子分離型 に お け る愛着安定性得点の

平均値 と 標準偏差 を TABLE 　2 に Pt す 。愛着安 定性得点

2 　 尾崎 ・四 H 市 （1999） が，1 年間の 母子 分離 の 推移 を詳 細 に

　検討 した 結 果，］年 を 5期 に 分 け る こ とに よ っ て 母 子 分 離の 年

　問変化 が 明瞭 に な っ た 。

S
　

一
定分離型 の 了 ど も に お い て は，母 子 分 離 の 成否 の 年 周推移

　 が
一一・

人
一

人 で 異な っ て い た た め，各期 の 平 均 値 を算 出 す る と 1

　年 問の 5期 の 推移 は ほ ぼ
一

定 とな っ た。
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　 　3．0
迴

　 2，5
｛周

誌

　 2，0

宀

眈 1．5

1．0

＋ 過分離型 （29名）　 一邑 徐 々 分離型 （26名）

−e −一定分離型 （29名）Pt 一不分離型 （⊥7名）

／

1，2 月　 3，4月　 5，6月　 7，8月　9，10．月

　　　　　　 経過月数

間 の 1 要 因 分散分析 を行 っ た と こ ろ，新奇場 面 の 反 応

（し V込 Pt と不順応性に お い て 型 の効果 が 有意で あ っ

た が 〔F｛3，97｝ 7．82，pく．OOI ；F 〔3，97）＝3．L3．　p〈．05〕，そ の 他 の

過 活 動 性 ， 不 規則性 ， 反応 の 強 さ，気分 の 質 の 悪 さ
， 非

執着性，過敏感性 に つ い て は 有恵 で なか っ た （F（：197），一

り．99，FC｛，97）＝O．84．　 F（3、97〕＝1．59、　 F〔3．97）＝＝1．．29，　 F（3、9
・
7］＝【｝．72，

F（3、97〕＝〔［97）o

　 さ らに ， 新奇場面の 反 応 〔し ワ込 み ） に お け る 型 の 効

果 に つ い て LSD 法 に よ る 多 重 比 較 を 行 う と
， 過分 離

型 く 徐 々 分離型 く 不分離型 そして
一

定分離型 く 不分離

型 に つ い て 有意 な関係が認 められ （p〈．  ， 徐 々 分離型

の 子 ど もは 過分離型 の 子 ど も よ り， また 不分離型 σ）子

T，VtLE 　3　 母
．
子分離型 に お け る こ ど もの 気質

母 了分 離型　　　 n　　 平均値　　SD
ド
ーteStd1．＝3．97

FIGURE 　1　 母子分離型 の 年間推移

過 活動性

　（D過 ラナ高隹型．　　　　29
　  徐々 分離型　 　26

　 
一定分離．型 　　29

　  不 分離型　　　 17

3．72　　　．51
3、ge　 　 、52
3　Y4　　　　．46
3・86　　　　−s6．．

0．99

「1’ABI ．E 　1　 母子分離型 に お り る性別 人 数

母子 分離 型 男 女 計一
  過分離型 lo 19 29

  徐 ζ 分離型 ］6 工0 26
 
一・
定分離型 13 16 29

  不分離型． ］〔e 7

イ丶規 則性

　  過 分 離型　　 　 L9　 　 3．25　 　 2・1
　  徐々 分離型 　　Z6　　 335 　　 、2S
　 

一
定づテ｝馴f暫量　　　L9　　　　3　10　　　　．26

　  小 分 離 型 　　 　ユア　 　 3．10　 　 ．33

D，84

17
覇奇場面 の 反 応 （し り込 み ）

．一＝μ 49 52 101

に つ い て，母子分離型 間 の 1要昧「分散分析
．
を行っ た と

こ ろ ，型 の 効果 が 有意 で あ っ た （F〔2，971＝ 41 【1，p〈．O．1）。さ

ら に
，
LSD 法 に よ る多重比較で は，過分離型 く 徐 々 分

離型 ， 過分離型 く
一
定分離型，不分離型 く 徐 々 分離型

の 有意 な 関係 （p〈．ef，） が 認 め ら れ た。

母子分離型 に おける子 どもの 気質

　子 ど も の 気質 で あ る 過活動性 ， 不規則性 ， 新奇場面

の 反応 〔し り込 み），不順 応性 ， 反 応 の強さ ， 気分 の 質 の

悪 さ，非執着性 ， 過敏感性の各 ド位項N の得点に つ い

て 4 つ の 母子分離型問 で 比較 し た 。 4 つ の 母 子分離型

に お け る気質項 目の 平均値 と標 準偏 差 を TABLE 　3 に

示 す 。 8 つ の 下 位項 目 に つ い て ， そ れ ぞ れ 母予分離型

  過分 離型 　　　 29
．  徐々 分離型　 　26

 ）
．
定 分 離 型 　　 29

  不分離 型　　　 17

2 ．95　　　　、Sl　　　7 ．82，　pく．001
339 　 　．711　   く   ＜  
3ユ Z　　 ．81　   く  

4．〔〕7　　　　，83

小 順 応 性

　  過分離型 　　　29

　  徐々 分 離型．　 26

　 
一・

定分離 型　　29

　  不 分離型 　　　17

3、〔，S　　　、5］　　 3．23，　Pく．〔｝5
2、92 　 ．59 　   く   ，  く   ．
2、93　　　．57
3．4⊥　 　 ．60

反応 の 強 さ

　  過 分離刑 　　　29　　 4 、5tl　　 ．66
　（2）徐々 ラテ1騅型　　　Z6　　　　4 ．16　　　 ．62
　  一’

定 分 II雛 型 　 29　 4 ．41 　 ，49．
  不 分離型 　 1！、 4・38 　 ・59

／．59

気 分 の 農
．
の 耳票さ

　  過分 離型　　　29　　 2．93　　 ．2’1
　  徐 々 分 離 酉

「1　 26　 　 2．86　 　 28

　 
一

定 分離型　 　29　　 2 ．82　　 ．26
　  不 分 離型　　　］ア　　 3．08　　．33

亅．29

TABI．E 　2　母子分離型 に お け る愛着安定性得点

母 子 分 離 型 n　　　平均 丁直　　　SD
F− testdf
＝3．97

非 執着 「生

　  過分 離型　 　 　29　 　 3．18　 　 ．57
　  徐 々 分 離 型 　　26　　 ：／．30　　 ．68
　．  一

定 分 離型 　 　29　 　 3 ，07　 　 ．55

　  イ
・分離 型　　 47　　rs・21　　．42

  過 分離型

  徐 々 分離型

 
一

定 分離型

  小 分 離、型

o．72

9、
597

2221 ．IS　　　．48　　3．98，　p く．〔〕1
．53　 　 36　   ＜   ，  ＜  

．・ts　　 ．・t4　   ＜  
．2：1　　 、47

過 敏 感 哲

　  過分離 型　　　29

　  徐 々 分 爾1型 　　26

　 
・
定 分 離型 　 29

　  不分 離．型 　　　17

3 ，s43
．814
．Ol3
、79

，56
．57
．娼
．12

o．97

LSD 法 に よ り有 意 差 （pく．U5） が 生 じた 結 果 に 不 等号 を 示 し た。 LSD 法 に よ り向意 蕊 （pく．け5） が 生 じた結 果 に 小 等 彎 を 示 した。
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どもは他の何れ の 型 の 子 どもよ り新奇場面 に し り込 み

す る こ と が 示 さ れ た 。 同様 に ， 不順応性 に お け る 型 の

効果 に つ い て LSD 法に よ る多重比 較を行 う と ， 徐々

分離型 く 不分離型 そ し て
一

定分離型 く不分離型 に つ い

て有意な関係 が認 め られ （p＜．Ott），不分離型 の 子 ど もは

徐々 分離型 と
一

定分離型 の 子ども よ り慣 れ る の に 時間

が か か る こ とが 示 さ れ た。

考 察

母子分離と愛着安定性

　 Mahler ＆ La　 Perriere（1965） は，分離個体化説 に

お い て ，生 後 2 ， 3 年の 間に ， 自他 の 分化期 （
「
J・
一一一10ヵ

月），母 か ら離れ る練習期 （9〜15 ヵ 月）， 分離不安 が 生 じ

て 母 へ 接近す る 再接近期 〔15〜30ヵ 勵 と進 み ，最後に 対

象恒常性が 成立 し母子分離 で き る達成期 （30ヵ 月以降）と

な る母子分離の発達 モ デル を提唱 した。こ の モ デ ル に

従 え ば，本研究 の 対象児の 月齢 は ，
い ずれ もSOヵ 月 以

Eで あ り，母子分離 を達成し て い る月齢 に 相当す る 。

しか し ， 仲 間集団 に 参加す る 際 の母子分離の状態 を調

べ る と ， 1年 間母子分離 が で き た過分離型 の 子 ど もは ，

全体の 28．7％に 過 ぎず ， 母子分離 が 1 年間完全 に で き

な か っ た 子 ど もの 方が多 か っ た。自己中心的 な 心性を

持 つ 2 ， 3 歳 児 は ， 仲間集 団 の 中 で 物 の 取 り合 い を し

た り， 自分 の 思 い 通 り に な ら な い ス トレ ス を感 じる こ

とが多 い 。そ の た め， 2 ， 3 歳児が，仲間集団と い う

家庭に比べ て ス トレ ス の 強 い 環境 に 置か れ る と ， 分離

不安が 生 じ て 母の 元 に 戻 る行動 を と る こ と を示 す も の

と 考 え られ る 。

　 母子分離型 と愛着 の 関連を調べ た と こ ろ ， 母子分離

の 様相が全 く相反 す る過分離型 と不分離型 で愛着安 定

性が低か っ た 。 従来の 母 子分離 の 研 究 で は ， 円 滑 な 母

子分離が で き る子 どもは，安定 した 愛着が 形成さ れ て

い る と言わ れ て い る。それ で は，本研究 に お い て 過分

離型 の 子 ど もの 愛着安定性が 低 か っ た の は何故 で あ ろ

うか，、それ は ， 仲間集団 へ の参加 とい う ス トレ ス の 強

い 環境 に 置 か れ て も ， ／年間 ほ と ん ど母親 の 元 に 戻 ら

な か っ た と こ ろ に 過分離型 の 子 ど もの 問題 性 が あ る と

思 わ れ る 。 母か ら離れ る こ とが で きる子 ど もで も，困

難 な こ と や怖 い こ と に 遭遇 し た 時 に は 母親 は ま だ安全

基地 と して 機能 す る で あ ろ う。し か し，過 分離 型 の 子

ど も に と っ て ， 母親 が 安全基地 に な ら な か っ た 可能性

が考 fi．られ る。一
方，不分離型 の 子 ど も も，母親が安

全基地 と し て 機能 し て い た と い う よ り， 分 離 不 安 が 大

変強 い た め に 1年 間常 に 母親が気 に な り ， 母親 に しが

み つ い て い た状態で あ る と捉 え る こ とが で きよう。

　そ れ に対 し て，愛着が安定 し て い た徐々 分離型 と
一

定分離型 の 子 ど も は，あ る程度母 か ら離 れ る こ とが で

きて い る もの の 1年 間 の 何れ か の 時期 に 母親 の 元 に

戻 っ て い た。 2， 3歳児 が仲間集団 に 参加 し た場合，

愛着が安定し た 子 どもで も何か 困難な状況 に 直面 した

時に は ， 安全基地 で あ る母親の 元 に 戻 る こ と は 自然 な

行動で あ る と言 え よ う。

母子分離の 成否 に 関わ る 要因

　過分離型 と不分離型 の 子 ど もは，と もに愛着安定性

が 低 か っ た に もか か わ ら ず，母子分離 に 関 して は分離

と不分離 とい う全 く相反 す る様相で あ っ た。それ で は，

こ の よ う な愛着の 不安定な
．
了どもの 母子分離 の 成 否 に

関係す る要因 と は
一

体何で あ ろ う か 。 そ れ は ， 過分離

型 と不分離型 の 子 ど も とで は ， 新奇場面の 反応 と不順

応性の 気質 に 違 い が あ っ た こ と に 関係 し て い る と考え

られ る 。 母子分離場而 に お け る 分離 ス ト レ ス は ，了 ど

も の 新奇場面に お け る 反応 と 関係す る と 言われ て い る

（Belsky ＆ Rovine，1987）。 そ こ で ， 新奇場 面 に し り込 み

しな い 過分離 型 の 子 ど もは ， 仲間集団 に初め て参加す

る時 も分離 ス トレ ス が な い た め，最初か ら母子 分離 し

て い た と 考え ら れ る 。
．．・

方，新奇場面 に し り込 み し ，

か つ 順応性の 悪 い 不分離型 の 子 ど もは，新奇場 面 が分

離ス ト レ ス と な り分離不安が高 まる状態 が 持続し，一

年間母子分離が 困難で あっ た と考 え られ る 。
こ の よ う

に ， 子 ど もの 気質的特徴が 母親か ら の分離行動 の 違 い

と な っ て あ ら わ れ た と考え る こ とが で き る 。

　
一

方 ， 徐 々 分離型 の 子 どもに 新奇場面 に し り込 み す

る傾向が見 られ た が ，

一
年間 の 経過 に お い て 子 ど もは

徐 々 に 母親か ら離れ る こ とが で き た。子 ど も と安定 し

た愛着関係 を持 つ 母親は ， 子 ど も の接近 や 慰 め を求 め

る行動 に 適切 な対応が で き る と言わ れ て い る が （Bates，

Maslin，＆ Frankel、1985；LyQns ．Ruth ，1989 ；Matas ，　Al・end ，＆

Sr・ ufe ，1978），愛着が 安定 して い た徐々分離型 の r一ども

は ， 母親 か ら適切 な対応 を得る こ と に よ っ て次第に 安

心 し て 母 か ら離れ る こ と が で きた と考 え ら れ る 。 ま さ

に ， 安定 した 愛着 で も不安定 な愛着 で も，引 っ 込 み 思

案 の 子 ど も は 分離 ス ト レ ス を受 け る が （Lyons ・Ruth ，

1991 ）， 母親 か ら安定し た 愛着 に よ る情緒 的支持 を 得 る

こ と に よ っ て 子 どもは 最適 な 自立 を可能 に し て い く と

tiえ よ う （Brethcrton，］987）。

　 Ainsworth 　 et 　al ．（1978） は ス ト レ ン ジ ・シ チ ュ エ ー

シ ョ ン 法 に お け る子 ど もの 行動特徴 の 違 い を愛着の状

態 の 違 い と 捉え た。そ れ に 対 し て ， 子 ど もの 気質 を重

視 す る 研究者 は，そ れ ら は愛着 の 質 よ り も む し ろ 母 子

分離場面 の ス トレ ス に対す る
’
r どもの 気質的特徴 の 反
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映で あ る と指摘し （CaT叩 os 　et　a11983 ；一．宅，　IV89），ま

た ， 幼 児 期 に 母 子 分離 で き る か ど う か は， r一と も の 気

質 に よ る と辛 え た （Garcia．Con　et　aLJ984 ，Kugan ，1983；

中野，199ω。しか し， 2 ，3戌 児が 仲 問集団 に 夬 加 す る

際 の 母子分離 の 状況 は
， 愛着．女定 Miと 子 ど もの気質が

相互 に 関係 して累」徴 づ け られ る こ と が 示 唆 さ れ た 。

愛着パ タ
ー

ン との関係

　 Ainsworth　et　al．（19i8〕は，ス トレ ン ジ ・シ チ J ・．エ
ー

シ ョ ン 法｝L お け る母親 へ の 分離抵抗 の 強 さや廿親 に 慰

め や 侏 蔓を求 め る程度 な どの 行動特性 に よ っ て ， 愛着

が安 定 した 安 定型 と不 安定な 回逓 型 及 び抵抗型 の 3 つ

¢ ）愛着 パ ターン に 分類 した 。 安定型 の 子 ど もが ，層親

を安全 基 地 と し て 利用 す る こ と で 不安 か ら解放 さ れ る

の に 対 して ，回避型 の 子 ど もは，母親 の 周 りに い る 時

に 怒 りや ス ト レ ス を感 じて （Ainsw 。 rth　et　aL ，1978｝．そ

の ス トレ ス を避 け る た め α）防御方略 と し て 母親 か ら 離

れ て い る （Main ＆ West 〔m ．1982）。この 回避型 の 特徴 は，

愛着 が 不 安定 で 母親力 う極痾 に 誰 れ て い る 過分離型 の

子 ど もの 特徴 と類似 して い る。 ．・
方 ， 抵抗型 の 子 ども

は，母親 に しが み つ く
一一

方 で 母親 に密着 し て い る こ と

へ の 怒 りの 抵抗を 卞 す が
，

こ れ は 愛着が 不安定 で 母親

に 極端に しが み つ い て い る不分離型 の 子 ど もの 特徴 と

類似 し て い る。さ ら に ，不分離型 の 母親 が T一ど も に 適

切 な 対応が とれ ず，そ の 結果子 どもは
一

層強 く分離不

安 を 持 ち，母親 に しが み つ い た とい 丿 事例研究 の 報告

（河 村 ・尾 崎、19991 は ，抵抗型 α）子 ど もが ， 母 親 が 応 答的

で な し た め に （AinSworth　et 　aL ，1978 ： Belsky．1〈evine ，＆

Tayhr 、1984 ；LyDns ．Rutll，　Cu ヨ1rle］1，　Zoll，＆I　SIahl ／）S7），　母

親か ら の 反応 を 引 き 出 そ う と し て
一

居母親 に しが み つ

く （Mi ｛n ＆ He〜〜e，19鋤 こ とと重 な り あう一

　 ス ト レ ン ジ・シ チ ュ エ ーシ ョ ン 法 と愛着 Q ソー
ト法

の愛着評定が あ る程度
一・

致 す る （Vdughn ＆ 、Vaters，1990）

こ と を 考慮 す る と，こ の よ う な 2 ， 3歳児 の 仲間集団

参加 に お け る 母 子分離型 と ス トレ ン ジ ・シ チ ュ エ ー

シ ョ ン 法 の 愛 右 パ タ
ー

ン が概ね対応 す る こ とが 示唆 さ

れ る。し か し，こ れ らス トレ ン ジ・シ チ ュ エ
ー

シ ョ ン 法

の 愛着パ ターン と母子分離型 の 実際 の 対応 に 関 して は ，

追跡研究 に よ っ て 確 か め る必 要 が あ る で あ ろ う。

母子分離 パ タ
ー

ン 分類 の 必要性

　Mahler ＆ La 　PeI’riere （］965） や Bowlby （！q69 ） は ，

安定 した愛着形成 の 基 に 母 子 分離が進行 し て い く発達

モ デル を考 えた。しか し， 実際の 子 ど もの 母子分離 の

状況 を調 べ た と こ ろ ， 愛着の 女定状態 と母子分離 の程

度 は ，単純 な線形 閉係 で は な く ， 愛着の 安 定性 と子 ど

もの 気質 が 相 万 に 関係 して 様 々 な母
．
了 分離 の 状況 を作

り出 して い る と考 えられ る。従 っ て ，
Ainsworth　et　al．

（］9tS）は
，
　 U 親 と の 分離・再会場面 に お け る子 ど も の行

動特徴 をパ ターン に 分類 し て 愛着の質 を評価 した が ，

2 ， 3歳児 が 仲 間矢団 に 参加 す る際の 母子分誰を評価

す る際に も ， 母 子分離をパ タ
ー

ン 分類 する こ とに よ っ

て 初め て 母子分 誹を取 り巻 く要因 と 母 子分離 の特徴が

明確 に な る と言 え よ う。

　分離個体化 の 失敗は ， そ の 後の 発達 と Pわ け対人 関

係 の あ り力 に 深刻な 珪響を 及 ぼ すが （L）　OIls
．Ruth，199P，

日常生活 に お い て 正 常 で 幸 せ な 母子分離 を体験 す れ ば

後年 の ス トレ ス に 漓 ちた分 離の有害 な影響か ら子ども

を保護 す る と 言 わ れ て お り （Rutter＆ Hal．se ・・、19 ），幼

児期に最適 な母子 分離が で き る こ と は大 変重要 な発連

課題 で あ る。実際の 育児 に お い て，母親 が 母子分 「宜の

つ まず き に 対 し て 道切 に 対応 で き る よ う に援助 し て い

く こ とが
， 後年 に 対人開係 や社会性の 問題 を持ち越さ

な い た め に も大変重要 で あ る と考え ら れ る。
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Ahachmen4  TemPeramen4  and  Maternal SeParrztion :

            0bservations of  Peer Play by Toddlers
}ksi,Ko  Oz,IKI (tlt1,lc.'HI F/uilLy EZ)t'c:/lwoix, CJblvlLftV J[･a}t4ivas'E' Jo[ueix･/,u. ob' El)t･'c'/ITfo,v,41. I{sr}･T/EOJ.Oc',1', .'.P(n3, 51. 96 104

  The  present research  investigat,cd how  attachrnet)t  and  temperanient  affect  children's  reactions  to

maternal  separation  in ear]y  childhoed.  Observations of  101 children  separated  frorn their mothers  ",ere

mude  when  they  were  playing  with  their peers, during the first year  after  they  entered  a  family education

center.  The children,  ranging  in age  from 2]6  to 3i5 years  at  the  $tart  of  observations,  were  classified  into

4 groups according  to their reaetions  to maternal  separation  : (a) easy  separation  group  (N=29) : those who

easily  separated  from  their mothers  from  the beginning of  the year  ; (b) slow  separation  group  (N =26)  rthosc

who,  during the year, gradually  became  better at  handling  the separation  ; (c)consistent separation  group

(N=29) : those  who  had consistent  reactions  te separation  througheut  the ycar  ; and  (d)difficult separatien

group (N=17) i those  who  had  difficulty separating  from their mothers  even  at  the end  of  the year. The

observations  indicated that the children  ln the slow-$eparation  and  difficult-separation gi'oups had more  shy･

temperament  in new  situations  than those in the easy-separation  group,  whereas  the children  in the slow-

separation  group  showed  better attachment  securit},  than  those in the difficu]t-separation group.  These

results  suggest  that children's  patterns  of  reaction  to maternal  separation  in early  childhood  could  be

predicted  from  a cumbinatioT)  of  their attachment  security  and  their temperament.

    Key  "J' ords  : pattern of  reactions  to maternal  separation,  attachrnent,  temperament,  longit.udinal study,

2- and  3-year-old children
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