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１
歳
半
ま
で
の

　
「
甘
え
」の
重
要
性

　

私
は
、２
年
前
に
ア
ラ
ン
・
シ
ョ
ア
と

い
う
神
経
精
神
分
析
家
が
書
い
た『
右
脳

精
神
療
法
』と
い
う
本
を
翻
訳
し
た
。
な

ぜ
こ
の
本
を
訳
そ
う
と
思
っ
た
か
と
い

う
と
、シ
ョ
ア
は
人
間
の
脳
と
心
の
発
達

に
と
っ
て
誕
生
か
ら
１
歳
半
ま
で
の
時

期
が
決
定
的
に
重
要
だ
と
述
べ
て
い
る

か
ら
だ
。
赤
ち
ゃ
ん
は
お
母
さ
ん
と
の

関
係
に
お
い
て
、情
動
的
・
感
情
的
つ
な

が
り
か
ら
影
響
を
受
け
て
育
つ
と
い
う

こ
と
を
、
脳
科
学
の
最
新
の
知
見
を
も

と
に
は
っ
き
り
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
い
う
情
動
は
、
実
際
の
場
面
に
お
い

て
は
、そ
の
多
く
が
私
た
ち
日
本
人
で
あ

れ
ば「
甘
え
」に
ま
つ
わ
る
感
情
を
指
す
。

そ
れ
で
、私
の
言
い
た
い
こ
と
と
非
常
に

重
な
っ
て
お
り
、ぜ
ひ
と
も
訳
し
た
い
と

思
っ
た
。

　

ま
た
、
シ
ョ
ア
は'dependency'

、

つ
ま
り
「
依
存
」
と
い
う
こ
と
が
極
め
て

重
要
だ
と
書
い
て
い
る
。「
依
存
」
は

生
き
て
い
く
た
め
の
一
番
の
土
台
で

あ
り
、
人
間
は
「
依
存
」
が
満
た
さ
れ
な

け
れ
ば
真
っ
当
に
生
き
て
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ョ
ア
は
ア

メ
リ
カ
人
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は

'independency'

、つ
ま
り
独
立
・
自
立

が
重
視
さ
れ
て
お
り
、'dependency'

は
と
て
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
赤
ち
ゃ
ん
を

親
と
離
し
て
一
人
で
寝
か
せ
る
こ
と
を

良
し
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、よ
う

や
く
「
依
存
」
の
大
切
さ
に
注
目
す
る
人

が
現
れ
た
。「
依
存
」を「
甘
え
」に
置
き

換
え
れ
ば
、彼
の
言
う
こ
と
は
と
て
も
よ

く
わ
か
る
。

　

一
方
で
、
私
か
ら
み
る
と
、
シ
ョ
ア
の

言
っ
て
い
る
こ
と
の
半
分
は
わ
か
り
づ

ら
い
。
な
ぜ
な
ら
、シ
ョ
ア
は「
甘
え
」を

知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
甘
え
」
を
知

ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
１
歳
半
ま
で
の
赤

ち
ゃ
ん
と
お
母
さ
ん
の
関
係
を
情
緒
的

な
も
の
と
し
て
は
実
感
を
持
っ
て
掴
み

か
ね
て
い
る
。「
甘
え
」
が
わ
か
っ
て
初

め
て
、お
母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
の
関
係
が

見
え
て
く
る
が
、行
動
ば
か
り
見
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

行
動
ば
か
り
に
注
目
し
、「
甘
え
」
や

情
動
に
注
目
し
な
い
の
は
、
日
本
に
お

け
る
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
研
究
者
も
同
じ

親子間の「甘え」とそれを
感じる感性の重要性
人間にとって、幼いころに親との間で十分に「甘え」を経験することは人生の土台と
なる。現代人は理性を重視するが、赤ちゃんに学んで感情を大切にする感性を取り
戻す必要があるのではないか。

小林隆児
こばやし・りゅうじ

感性教育臨床研究所代表
1975 年、九州大学医学部を卒業し、福岡大学医学部精神医学教室入局。大分大学
教育学部助教授、東海大学健康科学部教授、同大学大学院健康科学研究科委員長、
大正大学人間学部教授、西南学院大学大学院人間科学研究科教授などを歴任し、
現職。専門は児童青年精神医学、乳幼児精神医学、関係発達精神医学、精神療法。
著書に『「関係」からみる乳幼児期の自閉症スペクトラム』、『甘えたくても甘えら
れない―母子関係のゆくえ、発達障碍のいま』、『あまのじゃくと精神療法』、『臨
床家の感性を磨く』、『母子関係からみる子どもの精神医学』、『右脳精神療法』（訳
書）、『アラン・ショア入門―感情調整と右脳精神療法』ほか、多数。
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う
観
点
か
ら
、子
ど
も
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン

ト
行
動
を
観
察
し
評
価
す
る
。

　

し
か
し
、お
母
さ
ん
が
赤
ち
ゃ
ん
を
育

て
る
時
に
、行
動
だ
け
に
注
目
す
る
こ
と

な
ど
あ
り
え
な
い
。「
あ
あ
、
わ
た
し
に

く
っ
つ
い
た
わ
」な
ど
と
は
思
わ
ず
、「
甘

え
た
い
の
ね
、
よ
し
よ
し
」と
な
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
同
様
に
、赤
ち
ゃ
ん
の
笑

顔
を
見
た
お
母
さ
ん
は「
表
情
筋
が
緩
ん

だ
わ
」
な
ど
と
は
思
わ
な
い
。「
う
れ
し

い
の
ね
、
よ
し
よ
し
」と
な
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
感
覚
が
、親
と
し
て
子
ど
も
を

育
て
る
一
番
の
動
機
づ
け
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
だ
が
、ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
研

究
で
は
、科
学
的
に
は「
甘
え
」で
は
な
く

「
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
強
調
さ
れ
る
。

　

甘
え
た
い
け
ど

　

甘
え
ら
れ
な
い
気
持
ち

　

今
か
ら
30
年
前
か
ら
14
年
間
、私
は
東

海
大
学
に
勤
め
て
い
た
時
、母
子
ユ
ニ
ッ

ト（
写
真
を
参
照
）を
つ
く
り
、関
係
性
に

難
し
さ
を
抱
え
る
０
歳
か
ら
５
歳
く
ら

い
ま
で
の
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
と
お
母

さ
ん
を
克
明
に
観
察
し
て
き
た
。
全
て

の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
初
回
の
面
接
時
に

新
奇
場
面
法
を
実
施
し
、赤
ち
ゃ
ん
と
お

母
さ
ん
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
関
係
の
特

徴
を
見
出
そ
う
と
し
た
。

　

こ
の
と
き
の
親
子
の
映
像
は
全
例
丁

寧
に
記
録
し
、関
係
の
視
点
か
ら
徹
底
的

に
観
察
し
た
。
新
奇
場
面
法
を
行
う
部

屋
に
は
三
台
の
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
セ
ッ

ト
し
、隣
の
観
察
室
か
ら
親
子
の
様
子
を

捉
え
る
の
に
最
適
な
ア
ン
グ
ル
の
カ
メ

ラ
に
切
り
替
え
な
が
ら
ズ
ー
ム
機
能
を

駆
使
し
て
録
画
記
録
し
た
。
そ
れ
に
よ

り
、母
子
双
方
の
細
や
か
な
動
き
や
表
情

を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
時
記

録
し
た
映
像
が
、そ
の
後
の
研
究
に
と
っ

て
大
変
な
財
産
と
な
っ
て
い
る
。

　

難
し
い
関
係
に
あ
る
親
子
で
は
、
赤

ち
ゃ
ん
は
お
母
さ
ん
に
甘
え
た
い
は
ず

な
の
に
、色
々
な
事
情
が
あ
っ
て
甘
え
ら

れ
な
い
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、甘
え
ら

れ
な
い
と
欲
求
不
満
が
た
ま
っ
て
癇
癪

を
起
こ
し
た
く
な
る
。
当
然
そ
う
い
う

赤
ち
ゃ
ん
も
い
る
が
、い
つ
も
癇
癪
を
起

こ
し
て
お
母
さ
ん
に
嫌
わ
れ
た
ら
生
き

て
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、何
と
か
お
母
さ

ん
に
か
わ
い
が
っ
て
も
ら
っ
て
、捨
て
ら

れ
ず
に
生
き
て
い
く
た
め
に
、ど
の
よ
う

で
あ
る
。
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
※
は
、
親
子

の
情
動
の
流
れ
を
理
解
す
る
た
め
と
い

う
よ
り
は
、行
動
観
察
の
た
め
の
概
念
で

あ
る
。
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
研
究
で
は
、新

奇
場
面
法（
ス
ト
レ
ン
ジ
・
シ
チ
ュ
エ
ー

シ
ョ
ン
法
、
次
ペ
ー
ジ
写
真
も
参
照
）と

い
う
手
法
を
用
い
て
、赤
ち
ゃ
ん
が
お
母

さ
ん
に
ど
の
よ
う
に
く
っ
つ
く
か
と
い

実験者が母子を室内に
案内，母親は子どもを
抱いて入室。実験者は
母親に子どもを降ろす
位置を指示して退室。
（30秒）

子ども用

母親用
ストレン
ジャー用

オモチャ

母親は椅子にすわり、
子どもはオモチャで遊
んでいる。(3分)

ストレンジャーが入室。
母親とストレンジャー
はそれぞれの椅子にす
わる。(3分)

１回目の母子分離。母
親は退室。ストレン
ジャーは遊んでいる子
どもにやや近づき、は
たらきかける。(3分)

１回目の母子再会。母
親が入室。ストレン
ジャーは退室。(3分)

２回目の母子分離。母
親も退室。子どもはひ
とり残される。(3分)

ストレンジャーが入室。
子どもを慰める。(3分)

２回目の母子再会。母
親が入室しストレン
ジャーは退室。(3分)

【図】新奇場面法
母子のアタッチメント行動の発達や種類を評価する観察法。1965 年、米国の
心理学者メアリー・エインスワースらは、母親と赤ちゃんに「見知らぬ部屋
strange situation」（実験室）に入室してもらい、上記にある8つの場面で赤ちゃ
んの動きを観察・記録。この実験を対象を変えて繰り返し、赤ちゃんのアタッ
チメント行動に関する個人的な差異を明らかにした。
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に
ふ
る
ま
っ
た
ら
よ
い
か
、１
歳
過
ぎ
る

と
赤
ち
ゃ
ん
は
学
ぶ
よ
う
に
な
る
。
つ

ま
り
、「
甘
え
」
を
抑
え
我
慢
し
て
生
き

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

甘
え
た
い
け
ど
甘
え
ら
れ
な
い
状
況

に
あ
る
赤
ち
ゃ
ん
は
、生
き
る
た
め
に
知

恵
を
働
か
せ
、自
分
を
守
る
た
め
の
対
処

行
動
を
と
る
。
そ
の
方
法
は
十
人
十
色

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
甘
え
た
い
け
ど

甘
え
ら
れ
な
い
、つ
ら
い
思
い
を
何
と
か

無
い
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
、子
ど
も
に

よ
っ
て
は
解
離
を
起
こ
す
。
あ
る
い
は
、

他
の
も
の
に
関
心
を
そ
ら
し
て
気
を
紛

ら
わ
そ
う
と
す
る
。
お
母
さ
ん
に
認
め

て
も
ら
う
た
め
に
徹
底
し
て
良
い
子
に

な
る
場
合
も
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、赤
ち
ゃ
ん
は
生
後
三
年

間
で
、ど
う
や
っ
て
お
母
さ
ん
と
や
り
過

ご
す
か
、何
ら
か
の
対
処
法
を
身
に
つ
け

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
赤
ち
ゃ
ん

の
時
に
身
に
つ
け
た
人
と
の
関
係
の
取

り
方
は
、
多
く
の
場
合
、
一
生
続
く
こ
と

に
な
る
。

　

私
が
記
録
し
て
き
た
親
子
の
映
像
を

見
る
と
、
日
本
人
は
皆
、
明
ら
か
に
甘
え

た
い
け
ど
甘
え
ら
れ
な
い
子
ど
も
の
気

持
ち
を
感
じ
る
。
そ
し
て
、
不
憫
だ
な
、

可
哀
想
だ
な
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
甘
え
」
を

「
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
と
言
い
換
え
て
し

ま
う
。
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
は
学
術
用
語
、

「
甘
え
」は
日
常
語
だ
と
し
て
、科
学
に
馴

染
ま
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
ア
メ
リ
カ
人
は
「
依
存
」
に
対
し
て

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い

る
と
述
べ
た
が
、日
本
人
も「
甘
え
」に
対

し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
な
っ
て
き
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
関
係
を
み
る
」こ
と
と

　
「
感
性
」

　

人
間
が
一
人
で
育
つ
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
。
お
母
さ
ん
と
の
関
係
の

中
で
育
つ
。
そ
う
い
う
視
点
を
ア
ラ
ン
・

シ
ョ
ア
も
力
説
す
る
が
、あ
る
意
味
当
た

り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
関
係
の
中
で
育

つ
か
ら
に
は
、お
母
さ
ん
と
子
ど
も
の
間

に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、そ
こ
を
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

子
ど
も
個
人
を
見
て
発
達
を
語
ろ
う

と
す
る
の
は
個
体
能
力
発
達
観
と
い
う

見
方
で
あ
る
。「
１
歳
に
な
っ
て
言
葉
が

出
て
き
た
ね
」と
か
、
１
歳
半
に
な
っ
た

ら「
一
語
文
し
か
な
か
っ
た
の
が
、
二
語

文
が
出
て
き
た
ね
」と
い
う
よ
う
に
、
ど

う
い
う
能
力
が
何
歳
頃
に
育
つ
か
と
い

う
視
点
で
あ
る
。

　

一
方
、関
係
を
見
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。
お
母
さ
ん
が
何
を
し
て
い
る
か
、

子
ど
も
が
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
よ

う
に
、行
動
を
見
る
こ
と
で
は
な
い
。
関

係
を
見
る
と
は
、お
母
さ
ん
と
子
ど
も
の

間
に
立
ち
上
が
る
情
動
な
い
し
感
情
の

流
れ
を
み
る
こ
と
で
あ
る
。
感
情
の
流

れ
は
目
で
見
え
な
い
た
め
、感
じ
取
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
じ
る
た
め
に
は
、

あ
る
断
面
を
切
り
取
る
の
で
は
な
く
、一

瞬
た
り
と
も
同
じ
で
は
な
い
二
人
の
関

係
を
、ず
っ
と
一
緒
に
な
っ
て
追
い
か
け

る
必
要
が
あ
る
。
冷
め
た
態
度
で
見
て

い
る
の
で
は
な
く
、当
事
者
に
な
っ
て
自

分
も
そ
の
関
係
の
中
に
身
を
投
じ
て
こ

そ
、初
め
て
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
を

つ
か
め
る
。

　

１
歳
半
ま
で
の
子
ど
も
と
お
母
さ
ん

の
世
界
は
、言
葉
が
生
ま
れ
る
前
の
世
界

で
あ
る
。
だ
か
ら
、全
て
が
曖
昧
で
漠
然

と
し
て
い
る
。
未
分
化
で
、言
葉
で
切
り

分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
う

お
母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
の
世
界
の
こ
と

を
論
じ
よ
う
と
思
え
ば
、オ
ー
プ
ン
な
気

持
ち
で
、感
じ
た
こ
と
に
対
し
て
正
直
で

あ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
な
い
と
、そ

こ
で
ど
の
よ
う
な
感
情
が
起
こ
っ
て
い

る
か
掴
め
な
い
。

　

だ
か
ら
、子
ど
も
の
能
力
ば
か
り
を
見

て
発
達
を
論
じ
て
き
た
人
は
、関
係
を
見

て
発
達
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

子
ど
も
の
能
力
だ
け
を
見
て
い
れ
ば
、検

査
で
能
力
を
調
べ
て
同
年
齢
の
標
準
と

比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、関
係
を

み
る
た
め
に
は
、「
感
性
」
の
働
き
が
問

わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、関
係
を
見
る
こ

と
は
も
の
す
ご
く
難
し
い
。

親子の関係性を観察するための「母子ユニット」
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で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
向
き

合
う
こ
と
は
と
て
も
で
は
な
い
が
怖
く

て
、
蓋
を
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
目
の

前
に
い
る
子
ど
も
が
、ト
ラ
ウ
マ
の
体
験

が
つ
ら
く
て
た
ま
ら
ず
、な
か
っ
た
こ
と

に
し
て
解
離
を
起
こ
し
て
い
る
の
と
同

じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、子
ど
も
の
臨
床
に
一
生

を
捧
げ
て
い
る
人
の
中
に
は
、
フ
ラ
ッ

シ
ュ
バ
ッ
ク
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
。

感
性
教
育
の
場
で
も
、映
像
を
見
て
い
る

う
ち
に
涙
が
出
て
き
て
、
苦
し
く
な
っ

て
何
も
語
れ
な
く
な
る
人
が
少
な
く
な

い
。ど
う
や
っ
て
、そ
う
い
う
人
た
ち
を
、

相
談
に
来
た
親
子
の
つ
ら
い
気
持
ち
を

受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
く
か
。

そ
れ
が
目
標
で
あ
る
。
感
性
教
育
を
通

し
て
臨
床
家
は
治
療
さ
れ
て
い
る
と
も

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

大
人
の「
育
ち
直
し
」

　

感
性
教
育
は
、
育
ち
直
し
の
場
に
も

な
っ
て
い
く
。
私
は
、子
ど
も
が
不
登
校

や
引
き
こ
も
り
に
な
っ
て
、ず
っ
と
悩
ん

で
き
た
お
母
さ
ん
た
ち
に
も
た
く
さ
ん

会
っ
て
き
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に
も

　
「
感
性
教
育
」の
取
り
組
み

　

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
今
、
私
は

「
感
性
教
育
」
と
い
う
も
の
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
感
性
教
育
で
は
、新
奇
場
面
法

で
観
察
し
た
親
子
の
や
り
と
り
を
録
画

し
た
映
像
を
、当
事
者
の
許
可
を
得
た
う

え
で
臨
床
家
や
学
生
に
見
せ
、感
じ
た
こ

と
を
言
葉
に
し
て
も
ら
う
。

　

そ
こ
で
目
指
し
て
い
る
こ
と
は
、親
子

間
で
ど
の
よ
う
な
感
情
が
流
れ
て
い
る

か
、感
じ
取
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
可

能
に
な
る
た
め
に
は
、今
ま
で
学
ん
で
き

た
色
々
な
専
門
知
識
を
い
っ
た
ん
脇
に

置
く
こ
と
で
あ
る
。
映
像
で
見
た
こ
の

お
母
さ
ん
と
子
ど
も
の
間
に
一
体
何
が

起
こ
っ
て
い
る
の
か
、感
じ
た
ま
ま
自
由

に
語
り
合
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る
。

　

だ
か
ら
、私
は
参
加
者
が
な
ん
で
も
自

由
に
語
り
合
え
る
場
を
作
る
こ
と
に
心

を
砕
い
て
い
る
。
そ
れ
が
も
の
す
ご
く

難
し
い
。
自
分
の
内
面
に
は
他
人
に
触

れ
ら
れ
た
く
な
い
も
の
を
誰
し
も
持
っ

て
い
る
。
そ
ん
な
時
、
多
く
の
人
が
抽

象
的
な
言
葉
や
専
門
用
語
を
使
っ
て
ご

ま
か
し
た
り
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

そ
う
い
う
気
持
ち
に
対
し
て
、専
門
用
語

な
ん
か
を
使
う
の
を
や
め
て
、感
じ
た
こ

と
を
正
直
に
言
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
と

促
す
。
赤
ち
ゃ
ん
を
相
手
に
し
て
い
て

専
門
用
語
を
使
う
こ
と
な
ど
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
て
、「
あ
ぷ
ぷ
～
」
と
い
う

よ
う
な
言
葉
に
な
ら
な
い
声
を
出
し
て

赤
ち
ゃ
ん
を
あ
や
し
た
り
す
る
、そ
ん
な

状
態
に
近
い
気
持
に
な
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

　

臨
床
家
を
は
じ
め
、
人
間
が
自
分
の

心
に
正
直
に
な
る
こ
と
は
難
し
い
。
な

ぜ
な
ら
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
自
分
自
身

が
赤
ち
ゃ
ん
時
代
に
つ
ら
い
思
い
を
経

験
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
甘
え
た
く

て
も
甘
え
ら
れ
な
い
赤
ち
ゃ
ん
の
様
子

を
見
て
い
る
と
、臨
床
家
の
心
の
中
に
あ

る
、幼
い
時
の
つ
ら
い
感
情
が
刺
激
さ
れ

る
。
そ
う
す
る
と
、大
変
な
混
乱
が
起
こ

り
、
赤
ち
ゃ
ん
と
同
じ
よ
う
に
、
甘
え
ら

れ
な
か
っ
た
つ
ら
い
気
持
ち
を
ど
う
処

理
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
特

に
、ト
ラ
ウ
マ
の
臨
床
を
や
り
た
い
と
い

う
人
の
中
に
は
、と
て
つ
も
な
く
つ
ら
い

経
験
を
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
の

で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
領
域
に
関
心

を
持
つ
、そ
れ
な
り
の
動
機
が
あ
る
も
の

新
奇
場
面
法
の
映
像
を
見
て
も
ら
う
こ

と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、そ
こ
に
自
分

を
発
見
し
て
、
大
変
な
衝
撃
を
受
け
る
。

子
ど
も
に
悪
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
思

い
に
襲
わ
れ
、自
分
を
も
の
す
ご
く
責
め

る
気
持
ち
が
強
ま
る
。

　

し
か
し
、
自
分
を
責
め
て
い
る
状
態

か
ら
、
だ
ん
だ
ん
自
分
自
身
も
そ
う
い

う
育
ち
を
受
け
た
と
い
う
記
憶
も
よ
み

が
え
っ
て
く
る
。
自
分
も
同
じ
よ
う
な

つ
ら
い
思
い
を
し
て
育
っ
て
き
た
と
い

う
こ
と
が
、そ
こ
に
は
共
通
し
て
い
る
こ

と
に
気
づ
く
。
そ
う
す
る
と
、自
分
が
悪

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、自
分
が

経
験
し
た
つ
ら
い
思
い
が
子
育
て
の
中

に
表
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、な
ん
と
も
言

え
な
い
気
持
ち
に
な
る
。

　

不
思
議
な
こ
と
に
、
自
分
の
親
が
悪

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。

今
ま
で
ず
っ
と
悪
者
探
し
を
し
て
き
た

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な

か
っ
た
、お
母
さ
ん（
祖
母
）が
悪
い
か
ら

こ
う
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　

学
生
向
け
に
感
性
教
育
を
行
っ
た
と

き
、
あ
る
学
生
が「
悪
者
探
し
を
し
て
も

ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
気
づ
き
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感
性
教
育
を
行
う
と
、と
て
も
素
直
に
自

分
の
体
験
し
た
こ
と
を
言
葉
に
し
て
く

れ
る
。
赤
ち
ゃ
ん
と
お
母
さ
ん
の
感
情

の
や
り
取
り
を
自
分
の
こ
と
に
置
き
換

え
て
、自
分
を
理
解
し
て
い
く
過
程
を
身

近
な
言
葉
で
語
っ
て
く
れ
る
。
そ
う
し

た
学
生
の
体
験
談
を
紹
介
す
る
と
、聞
い

た
人
は
、皆
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
と
異
口

同
音
に
語
る
。
私
も
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
一

人
だ
。
私
は
、学
生
が
体
験
し
た
こ
と
を

素
直
に
言
葉
に
し
て
く
れ
た
こ
と
に
も

の
す
ご
く
感
謝
し
て
い
る
し
、学
生
が
そ

う
い
う
風
に
な
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
誇

り
を
感
じ
て
い
る
。

　

全
て
の
人
が
、学
生
時
代
な
ど
若
い
う

ち
に
感
性
教
育
を
受
け
ら
れ
れ
ば
良
い

が
、
そ
こ
ま
で
い
か
ず
と
も
、
赤
ち
ゃ
ん

を
育
て
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
経

験
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
特

に
男
性
は
、女
性
が
担
っ
て
き
た
子
育
て

が
、い
か
に
大
変
な
営
み
か
と
い
う
こ
と

を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一
番
良
い
方
法
は
、赤
ち
ゃ
ん
と
お
母

さ
ん
が
自
由
に
集
ま
る
場
に
、１
週
間
く

ら
い
ど
っ
ぷ
り
つ
か
り
、赤
ち
ゃ
ん
と
触

れ
合
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今

は
行
政
が
実
施
し
て
い
る
、こ
ど
も
プ
ラ

ま
し
た
」、「
色
々
な
事
情
が
あ
っ
て
、

こ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ん
だ
と

い
う
こ
と
に
い
き
つ
き
ま
し
た
」と
、
と

て
も
感
動
的
な
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の

学
生
は
、
小
学
校
以
来
、
ず
っ
と
不
登
校

だ
っ
た
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
と

し
て
自
分
の
過
去
を
受
け
と
め
て
い
く

と
、
そ
れ
で
も
よ
く
頑
張
っ
て
生
き
て

き
た
、と
自
分
を
褒
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
で
も
そ
こ
ま
で
到
達
す
る
ま
で
は

死
ぬ
ほ
ど
辛
か
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
親
の
過
去
の
受
け
止
め

方
が
変
わ
る
と
、子
ど
も
と
の
関
係
も
変

わ
っ
て
く
る
。
子
ど
も
が
遠
慮
が
ち
に

お
母
さ
ん
に
甘
え
て
き
た
り
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
れ
は
親
に
と
っ
て
も
感
動

的
な
出
来
事
で
あ
る
。

　

人
間
が
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
に
世
代
を
超
え
た
親
子
間
の

辛
い
思
い
が
連
綿
と
繋
が
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
関
係
を
通
し
て
成
長
し
た

り
、苦
し
ん
だ
り
す
る
。
そ
れ
が
人
生
と

い
う
も
の
だ
ろ
う
。

　

若
者
の
感
性
教
育

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、学
生
に
対
し
て

ザ
と
い
っ
た
よ
う
な
名
称
の
子
育
て
支

援
の
場
が
全
国
に
あ
る
の
で
、活
用
で
き

た
ら
う
れ
し
い
。
で
も
触
れ
あ
う
だ
け

で
は
ダ
メ
で
あ
る
。
赤
ち
ゃ
ん
と
触
れ

合
っ
た
若
者
の
体
験
を
丁
寧
に
聞
い
て

あ
げ
な
が
ら
、感
性
教
育
の
観
点
か
ら
意

味
づ
け
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
ど

の
よ
う
な
感
情
体
験
を
し
た
か
、丁
寧
に

聞
い
て
あ
げ
る
人
が
必
要
で
あ
る
。
そ

う
す
れ
ば
若
者
た
ち
の
人
間
へ
の
見
方

が
が
ら
っ
と
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
。

　

生
き
る
た
め
の

　

大
人
顔
負
け
の
振
る
舞
い

　

赤
ち
ゃ
ん
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
教
え

て
く
れ
る
。
人
間
理
解
の
原
点
で
あ
る
。

感
性
教
育
の
場
で
新
奇
場
面
法
の
映
像

を
見
せ
る
と
、１
０
０
人
中
１
０
０
人
が

驚
く
。「
赤
ち
ゃ
ん
っ
て
、こ
ん
な
に
色
々

な
こ
と
が
分
か
っ
た
う
え
で
、
こ
ん
な

に
色
々
な
行
動
を
す
る
ん
で
す
ね
」と
い

う
。

　

私
が
観
察
し
た
母
子
の
中
に
、
衝
撃

的
な
振
る
舞
い
を
見
せ
た
子
ど
も
が
い

た
。
新
奇
場
面
法
の
場
で
お
母
さ
ん
が

退
室
し
た
後（
図
の
③
か
ら
④
に
移
る
と

き
）、ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
（
ス
タ
ッ
フ
）が

優
し
く
相
手
を
し
て
い
た
。
す
る
と
、子

ど
も
が
だ
ん
だ
ん
そ
の
気
に
な
り
自
分

の
気
持
ち
、つ
ま
り「
甘
え
」を
出
す
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
ス
タ
ッ
フ
に

し
が
み
つ
こ
う
と
し
た
と
き
、お
母
さ
ん

が
ド
ア
を
開
け
て
戻
っ
て
き
た
。
そ
の

時
、
子
ど
も
は
お
母
さ
ん
を
見
て
、
こ
れ

は
ま
ず
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

手
を
す
ぐ
に
引
っ
込
め
て
、お
母
さ
ん
の

方
を
向
い
て
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
、近
づ

い
て
い
き
お
母
さ
ん
の
手
を
握
っ
た
。

子
ど
も
は
お
母
さ
ん
の
機
嫌
を
取
り
に

行
っ
た
の
で
あ
る
。
お
母
さ
ん
か
ら
す

れ
ば
、自
分
が
部
屋
に
戻
っ
て
き
た
の
で

う
れ
し
く
て
、自
分
を
求
め
て
近
づ
い
た

と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
全
体
の
流
れ
を

見
て
い
た
私
か
ら
す
れ
ば
、他
の
人
に
甘

え
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
た
か
ら
大

変
だ
と
感
じ
て
、す
ぐ
引
っ
込
め
て
取
り

繕
っ
た
。
２
歳
の
子
ど
も
が「
媚
を
売
っ

た
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
大
人
が

や
る
な
ら
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し
、２
歳

の
子
ど
も
が
お
母
さ
ん
と
生
き
て
い
く

た
め
に
こ
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
。

衝
撃
的
で
あ
る
と
と
も
に
子
ど
も
の
生
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大
人
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
価
値

観
が
根
付
い
て
き
た
。
論
理
的
で
あ
る

こ
と
を
重
視
す
る
ア
メ
リ
カ
の
学
問
が

優
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
か
ら
か
、「
甘

え
」や
情
動
は
重
視
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
行
動
ば
か
り
が
注
目

さ
れ
る
。
臨
床
家
も
専
門
家
と
し
て
の

プ
ラ
イ
ド
か
ら
、な
か
な
か
心
を
裸
に
す

る
こ
と
が
難
し
い
。

　

日
本
人
は「
甘
え
」と
い
う
、人
間
の
心

の
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
を
文
化
的
に
、経

験
的
に
理
解
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

人
間
に
と
っ
て
、「
甘
え
」
の
充
足
が
い

か
に
心
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
か
、
赤

ち
ゃ
ん
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
今
そ
ん

な
時
代
が
到
来
し
た
と
私
は
考
え
て
い

る
。

き
る
た
め
の
知
恵
に
感
動
さ
せ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
映
像
を
見
た
臨
床
家
の

中
に
は
、子
ど
も
が
お
母
さ
ん
と
何
と
か

や
っ
て
い
く
た
め
に
、大
人
と
同
じ
よ
う

に
様
々
な
知
恵
を
働
か
せ
て
対
処
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
る
こ
と

が
難
し
い
人
は
少
な
く
な
い
。「
お
母
さ

ん
が
戻
っ
て
き
た
か
ら
う
れ
し
か
っ
た

ん
だ
ね
」
と
単
純
に
判
断
し
て
し
ま
う
。

新
奇
場
面
法
の
前
半
で
は
、お
母
さ
ん
が

相
手
を
し
よ
う
と
し
て
も
子
ど
も
は
逃

げ
回
っ
て
い
た
。
そ
の
様
子
と
全
然
違

う
の
に
、お
母
さ
ん
が
戻
っ
て
き
た
時
の

反
応
を
み
て「
お
母
さ
ん
が
い
な
い
と
つ

ら
い
ん
だ
な
」「
や
っ
ぱ
り
お
母
さ
ん
に

会
え
て
う
れ
し
い
ん
だ
な
」と
思
っ
て
し

ま
う
。
２
歳
の
子
ど
も
が
媚
び
を
売
る

な
ど
、
も
し
か
す
る
と
、
世
界
中
の
人
が

知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

１
歳
半
ま
で
の
間
に
お
母
さ
ん
と
子

ど
も
の
間
で
起
こ
る
こ
と
は
、子
ど
も
の

一
生
を
決
め
る
。
甘
え
ら
れ
な
い
子
ど

も
は
、
人
間
の
精
神
発
達
上
、
と
ん
で
も

な
い
こ
と
を
赤
ち
ゃ
ん
の
時
に
経
験
す

る
こ
と
に
な
る
。
い
ろ
ん
な
心
の
病
気

が
あ
る
が
、こ
の
時
期
の
つ
ら
い
経
験
は

す
べ
て
の
病
気
に
通
じ
て
い
る
。

　

心
の
土
台
─

　

赤
ち
ゃ
ん
か
ら
学
ぶ

　

た
だ
、甘
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

る
心
の
傷
は
回
復
で
き
な
い
も
の
で
は

な
い
。
ア
ラ
ン
・
シ
ョ
ア
は
、１
歳
半
ま

で
は
右
脳
が
活
発
に
働
き
成
熟
す
る
た

め
、そ
の
期
間
に
治
療
す
る
こ
と
が
大
切

だ
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、脳
と
い
う

も
の
は
、一
生
の
う
ち
に
右
脳
が
成
熟
す

る
時
期
と
左
脳
が
成
熟
す
る
時
期
が
あ

り
、
両
者
の
臨
界
期
は
異
な
り
、
螺
旋
を

描
く
よ
う
に
何
度
か
の
周
期
を
繰
り
返

す
。
つ
ま
り
、
右
脳
は
、
一
旦
成
熟
し
た

後
、そ
の
後
の
成
長
過
程
で
変
化
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
た
め
、も
う
一
度
作
り
直
さ

れ
て
い
く
。
そ
れ
が
一
生
繰
り
返
さ
れ

る
。
だ
か
ら
何
歳
に
な
っ
て
も
治
療
は

で
き
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
非
常
に

前
向
き
で
、楽
観
的
な
考
え
方
で
あ
る
。

　

左
脳
は
言
語
を
司
る
た
め
、理
屈
ば
か

り
考
え
る
。
右
脳
は
感
情
で
あ
る
。
だ

か
ら
、ま
ず
右
脳
が
十
分
に
機
能
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
左
脳
が

働
く
よ
う
に
な
る
と
、し
っ
か
り
し
た
土

台
を
も
と
に
理
性
が
働
き
、非
常
に
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
人
間
に
な
る
。

　

今
ま
で
の
学
問
や
、小
中
高
・
大
学
の

教
育
で
は
、正
解
を
導
き
出
す
よ
う
な
勉

強
ば
か
り
を
し
て
き
た
。
何
が
正
解
か
、

正
解
が
ど
こ
か
に
あ
っ
て
、そ
れ
を
学
ぶ

こ
と
が
学
問
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
。
こ

れ
は
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
。
正
解

と
か
誤
り
で
は
な
く
、自
分
の
中
で
感
じ

た
こ
と
は
自
分
に
と
っ
て
ま
ぎ
れ
も
な

く
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
大
切

に
し
な
が
ら
積
み
上
げ
て
い
く
と
、し
っ

か
り
し
た
自
分
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
。

自
分
の
中
に
あ
る
も
の
を
大
切
に
し
な

い
で
、ど
こ
か
自
分
の
外
に
正
解
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
探
し
回
っ
て
い
る
限

り
は
自
分
は
育
た
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
理
性
を
重
視
す
る
教
育
ば

か
り
が
行
わ
れ
、理
性
的
で
あ
る
こ
と
が

※【解説】
アタッチメント attachment
　ボウルビィ Bowlby が用いた原義
は、危機的な状況に際して、あるい
は潜在的な危機に備えて、特定の対
象との近接を求め、またこれを維持
しようとする個体（人間やその他の
動物）の傾性で、負の情動状態を、他
の個体とくっつく、あるいは絶えず
くっついていることによって低減、
調節しようとする行動制御システ
ムである。しかし、わが国で「愛着」
という訳語が定着するにつれ、人と
人との情緒的絆が強調されるよう
になり、緊密な愛情関係の特質一般
を指し示すという誤解が生まれや
すいことから、最近ではボウルビィ
の原義に立ち返る意味から、アタッ
チメントと訳されることが多い。

「アタッチメント」における勘所は、
不安や恐怖という負の（不快な）情
動が重要な他者に接近することに
よって中和化されるか、正の（快の）
情動へと変化していくことにある。


