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第 1 節 問題 の 設定

　保 護者の 家庭教育 と子 ど も の 学力 が 関係 して

い る こ とは、こ れま で の 多 くの 研究 で 実証 され

て きた （例えば、耳塚 2007、吉川 2009 な ど）。

社会 階層の 高い 保護者は、学習 の 大切さを子 ど

も に伝え、積極的 に 教育投資 を行 う。 そ の 結果 、

子 どもは 高い 学力を獲得 し、それ らが 子 ど もの

将来的な地位 達成 を左右 す る、とい うも の で あ

る。なか で も本田 （2008）は、母親 の 子育 て の

あ り方を 「き っ ち り」 子育て と 「の び の び 」 子

育て に分類 し、家庭 の 社会階層に よ っ て どの よ

うな子育て に重点 をお くかが異な り、相対的 に 、

母親学歴が 高 い 層で 「
．
き っ ち り」 了育 て ス コ ア

が 高 くな り、母親学歴 が低 い 層で 「の び の び 」

子 育て ス コ ア が 高 くなる傾 向を指摘 し て い る 。

ただ し、上述 した 了
一
育て の あ り方が 、近年 ど の

よ うに変化 し て きた か につ い て は 言及 され て い

な い
。

　 そ こ で 本報 告 で は 、ベ ネ ッ セ 教 育研 究 開発

セ ン タ
ー

が 2004 年 （第 1回 調査 ）、2009年 （第

2回調 査 ） に実施 し た 「子 ど も生 活 実 態 基 本

調 査 」 の デ
ー

タを も と に 、家庭 に お ける 保護

者 の 子 ど も へ の 関 わ り と r・ど も の 学 習 行 動

の 関係 の 変化 に っ い て 分析 を行 う。報告 の 流

れ と し て は 、まず 、 こ の 5年 間 で 家庭 で の 親

子 の 関 わ りが ど の よ うに 変化 し て き た か を

明 らか に し、次に 親子 関係 と子
・
ど も の 学 習行

動 の 関係 に つ い て 分析す る 。そ し て 最後 に結

果 の 考察 と今 後 の 課 題 を提 示 す る 。

第 2 節　調査の 背景 と意義
「子 ど も 生活 実態基本調査 亅 は 、子 ど もた ちを

取 り巻 く社会状況や教育環境 が 変化する 中で 、

子 どもたち の 生活全般に 関 わ る意識や実態を捉

える こ とを 目的に実施 したも の で ある。小 学 4

年生 か ら高校 2年生 ま で の 子 ど もた ち に ほ ぼ同
一

の 項 目で 調査 を実施 し て い る た め 、了
・
どもた

ち の 生活に 関する意識や実態が 、発達段 階に よ

っ て どの よ うに違 っ て い る の かを把握す る こ と

が で きる。ま た 了
一
どもの 基本属性 だけ で な く、

保護者 の 属性 もたずね て い る た め 、さま ざま な

属性 ご とに子 どもの 特徴を抽 出す る こ と もで き

る。本 調査 は 2004年 に第 1回 調査 を 実施 して お

り、経 年 で の 比較 が で きるよ う設計 され て い る 。

　子 どもや青少年を対象 と した 調査 は、文部科

学省 をは じめ、各都道府 県や大学 、民 間団体な

ど で 多数行われ て い るが 、単年度調査や対象年

齢が限定 され て い る もの が多く、経年で 子 ども

たち の 生活 の 変化 を比較す る こ との で きる研究

蓄積は 十分で は な く　（東京都は 過去 に 「子 ども

基本調 査」 を 3 年 ご とに 8 同 の 調査 を実施 し て

い たが、平成 10年に終了 して い る）、継続的に

子 どもの 実態や意識 を捉 え て い く こ とは意義が

あ る と考え る。

　ただ し、子 ども対象 の 調査 で あ る ため、保護

者に 関する データ が 実際 の 状況 と異 な っ て い る

可能性 が あ る こ とを考慮 しっ つ 、データ を解釈

す る必要が ある。例 えば 、第 1 回調査 、第 2 回

調査 ともに 「お 父 さん は 大学や短期大学を卒業

し て い る 」と回答 した 小学生 ・中学生 の 比 率は、

3 割 か ら 4 割 で あ り、実態 よ り少 なめ に現れ て

い る可能性 が 高い 。ただ し、第 1 回調査 と第 2

回調査 で 、親学歴 に 関し て過度な数値の変化は

確認 されなか っ たた め、子 どもたち の 間 の 認 知

レ ベ ル に 大 きな変化は な い と考え られ る。よ っ

て 経年比較 に耐 え得るデ
ー

タで あ ると判断し た 。

第 3 節　調査概要

一 調 査対 象 ・サ ン プル 抽 出 ・
調査 項 目一

　 本調査 は、ベ ネ ッ セ 教育研 究開発 セ ン タ
ー

が

2009年の 8 月
〜10月 に か け て 行 っ た。調査 は全

国 の 小学 4 年生 か ら高校 2 年生 を対象 に行 っ て

い る が、本報告で は 、そ の うち小 学生 と中学生

の デ
ー

タを使用する。サ ン プ ル の 抽出は 、市区

町村 の 人 口 密度 と人 口 規模を考慮 し て 、3 つ の

地域 （大都市 、中都市、郡部）に 区分 し、そ の

地域区分の 中か らラ ン ダム に市区町村を抽出、

さ らに 選 ばれ た市 区 町 村 の 中か ら ラ ン ダ ム に 学

校を抽出 した第 1 回調査 の 調査校に対 して 第 2

回調査 を依頼 し 、 人れ替え の 必要があ る 学校に

つ い ては市区町村 の 人 口密度や人 口 規模を考慮

した う え で 有意に抽出 し、追加 し て い る。調 査

は 学校通 しで 行 い 、有効圓収数は合計 13
，
797

名で あ っ た （小 中高全体サ ン プ ル 数）。調 査項 目
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として はふ だ ん の 生活 の 様子 に親や友だちなど

の まわ りの 人 々 との 関係、学習に対する取 り組

み や動機な ど基本的な質問項 目を幅広 く質問し

て い る。

第 4 節　主な調査結果

1）特に非大卒 の 母親にお い て 、親子 の 会話 量

が増加 し、か か わ り方 が 密接 に な っ た （表 1）

　学歴別に よ る親子 の 会話量や かかわ りの 差は

依然み られ るが、特 に非大卒層 の 母親で親子 の

関わ りがよ り親密 にな り、2004年 に比 べ 大卒母

親 との 差 が 小 さくなっ た。ま た 母親 の 就業形態

別 では、常勤の 母親で親子 の 関わ りが増加 し て

い る傾 向が確 認 され た。

2 ）教育投資 （学習塾通い な ど）面で は 母親学

歴 に よ る 格差は 拡 大 し た

　上 述 した親子 の 会話量や か か わ り面 で は 、
一

部、母 親の 学歴 に よ る格差が縮 小 して い る傾 向

が確認 され たが、 「学習塾に通 っ て い る 」 な ど

教育投資の 面で は 2004 年 よ りも格差が拡大す

る傾向に あ る こ とが確認 され た 。

3 ）親子 の 会話頻度や関わ り方が子 どもの 学習

や成績に影響を与 える

　保護者 の 学歴 を統制 して も、親子 の 会話量や

子 ども へ の かかわ り方が 子どもの 成績 に影響を

与え る こ とが 明 らか になっ た。親密な親 了爛 係

を築い て い る子 どもほど、学習時間が増加 す る、

また成績が 高い 傾 向が明 らか に なっ た。た だ し、

子 ど もの 学校段 階に よ っ て そ の 効果 に は 違 い が

あ るた め 、子 ど も の 発達 段 階に合わ せ て 親子 の

か か わ り方を変えて い く必要が ある 。

第 5 節　分析結果 と考察

　本報告 で 明 らかにな っ た知見 は以下 の 通 りで

あ る。

1 ）階層 に よ る親子 の か か わ りの 差は依然残 っ

て い るが、こ の 5 年 間 で は非大卒 の 母親層 で肯

定的 な親子 の かか わ りが もっ とも増加 して お り

（同時 に否定的なか か わ りは減少 ）、
一

部で 大卒

の 母 親層 との 親子 の か か わ り差 が縮小 す る よ う

な傾 向 が 確認 され た 。 こ の こ と か ら、これ ま で

そ うし た親子 関係が相対的に見出されな い と想

定 され てきた層 で も、親子 関係に 気を遣 うよ う

に な っ て い る 可能性 が うかがえ、単純な 二 極 分

化で は語れ な い 点 に留意す る必要 が あ る。

2 ）保護者 の 学歴を統制 し て も、子 どもの 成績

に対す る親子 の 会話 量や親子 の かかわ りの 影 響

は残 る。こ の こ と は親子 の か か わ りが、保護者

の 学歴 に よ らず 、子 どもの 成績に好影響を与え

る可能性 を示 唆す る結果 で ある。しか し
一

方で 、

本田 （2008）が指摘す るよ うに、こ れ らの 結果

が さらなる母親 の 子 育て の 負担 を強い か ねな い

と も考え られ る。差が縮ま っ た親 子 関係 の な か

で 、今後親 の 影響は どの よ うに な っ て い くの か 、

ま た それ らをどう考 え る か 、とい う点 は 今後の

重要 な課題 で ある 。

（詳細は 、当 日に資料 と合わせ て報告す る 。）
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i表 1 「親 との か か わ り」の 経 年 比 較 （母 親 学 歴 別 、中 学 生 デー
タ）

あ て は ま らな い あて は ま る

2004 年 69．1 30．9
「勉 強 を教え て

　 くれ る」

母 非 大 卒 ＊ ＊ ＊

ガン マ 係 数0．1322009 年 63 ．1 36 ．9
2004年 54．3 45 ．7母 大 卒＊＊＊

ガン マ 係 数0．1512009 年 46．6 53 ．4
2004 年 48．8 51．2
2009年 38 、7 61 ．3　　　「

「い い こ とをした

ときに ほ めて く

　　れ る」

母 非 大 卒＊＊＊

ガン マ 係 数0．203r．．■r
母 大 卒 ＊＊＊

ガ ン マ 係 数 0．1502004
年

「¶
40．8　　 i　 59 ．2

2009 年

「r¶
　 　 33 ．8　　　　 　　 66．2

2004年 33 ．2　 　 　　 　 　 　 66 ．8¶母 非 大 卒＊＊＊

ガン マ 係 数 0．1752009 年 25．9
・　｝

一
「■’「胃”胃’”−「

　 　 　 ｝　 　 74 ．1　　　　　　　　．．ゴ．げ」■
「悪 い こ とをした

ときに しか っ て

　 くれ る」

．．．國國「．馳
　 母 大 卒

ガン マ 係 数 0．0862004
年

　 　 　 　・・を・・…
26・焦＿ ＿↓一＿ ヱ燮ユ．．、、．

2009 年 23 ．1 76、9
2Ωq壁蕋．．．． 62．7 37 ．3母 非 大 卒 ＊＊＊

ガン マ 係 数 0．1972009 年 53，0 47 ．0
「困 っ た ときに

相 談に の っ て

　 くれ る」

」
　 母 大 卒 ＊ ＊

ガン マ 係 数 0．116
〜Ωq礁 ．．．．
2009年

56．450
．6

43．649
．4

母 非 大 卒＊＊＊

ガン マ 係 数 0．206200
礁 ．．．．

20qg 窪．．．．
89」 …｝・一・……・

＿急＿』
「あな た の ことを

　 大 人 として

扱 っ て くれ る」
2gq弖隹．．．．

84．386
．482
、6

10 ，915
．713
．617
．4

　 母 大 卒 ＊＊

ガン マ 係 数 0．1422009 年

”
雪
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