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父 子 手 帳 の 意 義 と そ の 分 類 に 関 す る 研 究
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は じめ に

　近年 「子育て 支援」 は 単なる子 ど も とそ の 家族の 問

題 とい う極小的な捉 え 方 か ら脱 して 、社会全体で 取 り

組む 社会的な課題へと変化を遂げて い る。子育て支援

が 社会的関心事項 に な りえた の は、大きく二 っ の 文脈

が 関係 して い る。
一

つ は 「少子 高齢化」 で あ り、もう

一
方は 近年激増 し て きて い る 「児童虐待」 で あ る。こ

の 二 つ の 文 脈 の 中で 、子 育て 支援が 語 られ 大 き く注 目

を浴 びて い る。

　 そ の よ うな背景の 中で 、従来 の 子 育て で は あ ま り注

目を浴 び ず、役割 の ない 保護者 と して 位置付 け られ て

きた 「父 親」が、子育て 支援が 注 目され る 中で 新た な役

回 りを持ち、脚光を浴びるよ うにな っ て きた 。 厚生 労

働省の 「子 育て を しない 男性を父 親 とは呼ば な い 亅 な

どの キ ャ ッ チ コ ピ
ー

を銘打 っ たポ ス タ
ー

な どは 記憶に

新 しい 。ま た 少 子 化 対 策推進基本 方針 にお い て も 「男

性も含 め た働き方 の あ り方j とい う項 目も創設 され、

ますます男性や父 親 の 育児参加 の あ り方は 注 目され る b

　 そ の よ うな父 親 の 育児参加を求める機運は 高ま っ て

は い る もの の 、実際の 育児の 場に お い て 父 親はまだ ま

だ 蚊帳の 外 で あ り、育児の 主体とな っ て い るとは い い

が た い の が 現状 で あ る。さまざまな理 由が 考 え られ る

が、そ の
一

っ と して 男性 ・父 親の 子 ども あ るい は 育児に

対する知 識・ス キル の 不 足 とい うもの が あげられ る。女

性 は母親 に なる に あ た り、妊娠期間を 経て 出産に 向け

て 体や気持ちが母親 へ と向 き 、 そ の よ うな準備期間が

ある。病院で の 母親教室や 母 体保護の 観点か らも産前

休 暇 があ り，母親への 準備期 とい うもの が 用意され て

い る 。そ して その 中におい て さま ざまな知識 を得 た り、

ま た 出 産後 の 産 医 院の 中に お い て、沐浴や授乳、お し

め の 交換や乳児 に対 す る さま ざま なか か わ り方を実践

的に 学ぶ場が用意 されて い る。またその 場の 提供と需

要は （大変重要な もの で あるが）そ の 後 の 育児の 大部分

と子 ど もと育児 に対する責任ま で も、母 親に
一

方的に

押 し付 け て しま うもの で ある。

　換 言す れ ば、男性 は父親に なる 準備期間や制度が ほ

とん ど用意され て お らず、また 子 どもや子育て に対す

る知識や ス キル 、あ る い は 子 ども とい うもの の 理解が

まっ た くで きな い ま ま に お い て父 親 に なる の で ある。

そ して その 結果育児 に対 して、無 関心 無責任 に なる の

で ある 。 そ の よ うな父親 の 育児参加を出生時より積極

的に 関心 を もち、そ れ らに つ い て 知識や ス キル を得 る

よ うに する 試 み が 行われ て い る。そ れ が 「父 子 手 帳」

で ある 。

1．父子手帳 と母子 手 帳

　父 子手帳 と は現在い くつ か の 地方公 共 団体が 独 自

に 出版 して い るもの が 主体 で あ り、特 に法律 に基 づ い

て い る とい うもの で は ない。そ れ ぞ れが 独 自の 思い や

書式 を持ち、また行政 の
一

つ の サ ー
ビ ス と して 配 っ て

い る も の が 大半で あ る。

　 「父 子 手帳 亅 を定 義すれ ば 厂父 子 手 帳 とは、広 義 と

して は妊娠、出産、育児 に対す る 父 親の 理解を高める

た め の 啓蒙書を含めた書物 の 総称 で あ る。狭義 で は、

父親が妊娠、出産、育児 に 主体的に 取 り組み 、また実

際 に 何 か し らの 記録や書き込 み を行い 、そ れ らを通 じ

て よ り高い 意識 で子 育て に取 り組 み が で き る よ うに父

親を支 え る 書物 の 総称 で あ る。」 とす る。

　 父 子 手 帳 が父 親 を対称 に し て い る の に 対 して 、わ が

国 に は母親を対象 として 「母 子 健康 手 帳」 がある 。 母

子健康手帳 とは 「『母子 保健法』に基 づ き、都道府県知

事が 妊娠 の 届 け 出を した も の に交付す る手 帳。妊産婦

や乳幼児 が 医師 ・歯科 医師 ・助 産 婦 ・保 健婦の 健 康診

査や 保健指導を受けた時、指導上必 要な事項が 記 入 さ

れ る。母 子 手 帳 j ω と され て い る。母 子 手 帳 が 母 子保

健法 と い う法 的 根 拠 を も っ て 妊 婦 全 て に 配 られ るの に

対 して 、父子手帳は行政の あ くま で任意で あ り、ま た

対象に もばらつ きが あ る。こ れ ら両者 の 違い は、もち

ろん母 性保護 と胎児の 健康的発達 とい う大きな違い は

あ るが 、そ の 後の 子育て に 対す る意識 に も違い があら

われ る と考えられ る。

2．父子手帳の 歴史と分類

　本邦 で 父子手帳と して は じ めて か かれ た もの は 「父

子 手帖亅〔21として 汐見 らが 1994年 に発刊 した もの で あ

る。行政が父 親 の 育児
・
子育て を主眼 に して発行 したの

は、1995年 「父 親ハ ン ドブ ッ ク1　 cz）の 東京 都 が は じめ て

で あ ろ うe そ の 後 出版社や 各地 方公 共 団 体な どが発 刊

し、現在筆者が 確 認 した もの で は 約 20 種類 ほ ど見る事

が で きる。出版社が全国の 自治体 向 け に発刊 して い る
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も の が 1 冊、個 人 で発 行 して い る もの が 1冊、先に あ

げ た汐見 らの 書 籍 が 1冊 で あ る。そ して後 の 残 りは、

基本的 に は 各地方 自治体やあるい は、それに 準ずる形

で （医師会 ・財団法人等）が発刊 して い る もの で あ る。

そ れ らにつ い て、検討 し比較分類を行 っ た。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （詳 しい 内容 に 関 して は 当 日資料配布 ）

　ま た近年注目され たの は、フ ラ ン ス 政府が世界で は

じめて 国家と し て 「父 子 手帳亅を発行 し た こ とで あ る。

こ れ は フ ラ ン ス 家族省 の 外郭団体で ある家族 手 当公 庫

が 申請 した 人 に手帳 を発行 す る とい うもの で ある 。 ω

3．父 子 手帳 の 特徴 とそ の 背景

・父 子 手 帳 の 特徴

　 父 子 手 帳 の 特 徴 の
一

つ と して 「多機腔」 を あげる事

が で きる 。 様々 な、基本 的 には 自治体 が 、各地 域性や

自治体の 動向などを踏まえた上 で 書か れて い る。従 っ

て 内容 や ボ リ ュ
ーム な ど も千 差万 別 で あ る b また 担当

して い る部署や 課な ど も様々 で あ る 。 保健衛生分野 の

担当で あ っ た り、児童課や福祉課な どで あっ た り、ま

た男女共同参画課担当 と多種多様 で あ る。そ れ だけ 子

育てや 父親参加が 、社会の 様々 な分野 で 要請 を受け、

必 要 とされて い る とい える。

　ま た こ れ らの 製作段 階で、医師や保健婦、そ し て保

育士 な ど子 ど もを取 り巻く専門職 が協力 して作り上げ

て い る事も特徴 と して あ げ られ る b

　その よ うな多様 な 内容 の 父子手帳 で は あ る が、それ

ぞれ 独 自の 作 りに なっ て い る中で 、い くっ か の 共 通点

を 見 出す事 が で きる。そ れ らは 以 下 の 3 点に 集約 で き

る 。

1 父 の
＃s

児 加 の 巨 　 と　 の わ り

　父 親を対象 に して い るの で 当然 で はあるが、子 ど も

や子 育 て に対 して 、全 くか か わ りがない とい う前提 で

書か れ て い るもの が多くある。したがっ て多くの もの

が た い へ ん親しみ や す くわ か り易く書 かれ て い る。イ

ラス トや図表 の 活用も多くされて い る。ま た記 述法も

語 りか け る よ うなもの や、ク イ ズ や漫画、イ ン タ ビ ュ

ー
やア ン ケート内容な ども あ り、盛 りだくさん の 感 じ

を受ける。子育て を何か しら難 しい もの や自分た ちに

か か わ りの ない もの として い た、男性や父 親た ちの 興

味関心 を得 るため の 、様 々 な工 夫が行われて い る とい

え る。

　＝1C
児 に お け る人 　的　　ゐ　：

p

　育児をす る 事 の 意義や 、子育て か ら得 られ る事 や

様 々 な体験などが 多く書か れて い る。その 中に お い て

育児が父 親 として、そ し て 人間 と し て の 成長に 大きく

関与す る とい うス タ ン ス が取 られ て い る も の が多 い ，

ま た家族を 持 つ こ との 責任や 幸 せ に っ い て の 記 述 も多

くあ り、子育て の 意義やそれに よっ て 得られ る家族の

絆や、父親 ・
母親 と して の 人間的な成長を全面 的に 押

し出 して い る e

3 丶婦 m の パ
ー

トナー
シ ッ プの 　立

　母 子 手 帳がほ とん ど父親に っ い て 述べ られ て い な

い の に 対 して 、妊娠をふ まえて 書か れ て い る父 子 手帳

は子 育 て を母 親だけの もの とする よ うな 記述 は な い 。

子 育て につ い て も妊娠 時の パートナー
の 変化や配慮点

な ど を は じめ に恃 っ て きて い るもの もあり、子育て を

夫婦間 で の 共同作業と して位置付けて い る。そ こ にお

い て は 男女共 同参画的な背景が 伺 う事 が で き る。
・父 子 手 帳 が求 め られ る背 景

　簡潔 に 結論 を述べ て し ま えば、時代 の 要 請 とい え る。

い わ ゆる 「育児＝母 親」 の 公 式が 通 用 しな くな っ た 。

あ るい は そ の 公 式自体が 時 代に そ ぐわ な くな っ た とい

え る 。 そ れ にい た る過程に 置い て は い くっ か の 流れが

あ る と考えられ る。

  少 子化 が社会問題 と して 捉 え られて い る

　 少子 高齢化が 社会全 体の 課 題 と し て 取 り上 げ られ、

その 原因や対策な ど とし て、男性や父 親 に対 して社会

的な関 心 が 高ま っ て い る。

  男女共 同 参画社会の 萌芽期 が 訪れて い る

　子育て や 出産 な ど、従来 は 「女性 」 が 行うもの や女

性 の 分野 と され て い た もの が、社会構造や価値観、ラ

イ フ ス タイ ル の 変化 に よ り、男性 との か か わ りや夫

婦 ・パ ートナーとの 関係性 の 中で 語 られ、関心 が払 わ

れ る よ うに な っ て きて い る。

  子 育て に 対す る 不安 の 増大

　虐待や子 どもを取り巻 く様 々 な事件や事故等、子育

て 環境や社会状況 が、たい へ ん 悪化 して い る。その よ

うな中で子育て に っ い て、今まで以上 に 注意や関心 が

払われ る ように なっ て きた。

  男性の 意識の 変化

　社会状況 の 多様化や経済状況 の 変動など、個人 の ラ

イ フ ス タイル や価値観が社会全体で拡散 した 。 その 中

で 男性 の 生き方や考え方に、家族 との か か わ りや子育

て を重視する傾向が 現れて きた。
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