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書　評

こ れ まで の 「密着型」 で もな く， また欧

米の 「分離型」 で もな い 「親子が 距離を

保 ち っ っ 交流す る 『共存型』 こ そ理 想で

は な い か と提案 して い る。
こ れ は核家族

化，少子化 がすすみ ， なお社会福祉制度

が未整備の 段階 に あ るわ が国の 現状を考

え ると，今後の 個人的生活設計 に関 して

も ， また各種の 社会 ， 教育 ， 福祉施策等

の 企画 ， 立案に 関 して も基本に 関わ る き

わ め て 示唆的な提案 とな っ て い る。 常に

時宜を得て 貴重な問題提起と示唆的な提

案 を さ れて い る著者 で ある 。 本著 もま さ

に タイ ム リ
ーな著作で あ る とい っ て よい

で あ ろ う。

　な お ， 全体を通 じて ， 読む側の 問題 も

ある が
，   「イ デ ォ ロ ギ ーと して の 『親

孝行』論」と 「『親子関係』にお け る 『心

情論 と して の 孝行』論」 との 区別が必要

か
，   「皿．親孝行の 系譜」が全体の 文

脈か らす ると，「忠孝」の 論理の 説明だ け

で は な く，「孝」そ の もの の 中身の 検討 も

必要か，  引用され て い る 「デ ータ」に ，

ズ バ リ 「親孝行」に 関す る もの もほ しい
，

  「自立」の 大切 さは即 「支え合 う心 と

シ ス テ ム 」を育て る大切 さで もあ る こ と

を強調 した い
， 等に っ い て さ らに ご教示

い た だ きた い 気持 ちを も っ た 。
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『子 ど もの 発達 と父親 の 役割』

九州大学 住 田 正 樹

　親子関係 の 研究 は ， 最近に な っ て 漸 く

父子関係 に も焦点を当て る よ うに な っ て

きた
。

こ れ まで の 研究が 母子関係に 偏 り

す ぎた た め父子関係が見過 ごさ れて きた

の で は ない か とい う反省か らで ある 。 そ

の 背景 に は父親を取 りま く環境 の 変化が

あ る 。 共働 き世帯の 増加 ， 男女の雇用機

会の 均等化 ， 夫婦別姓 ， 多様な子 ど もの

問題行動の 発生 ， 終身雇用制の 崩壊と価

値観の 多様化な ど で あ る 。 既 に数冊 の 父

親あ るい は父 子関係の 研究 の 成果が刊行

されて い る 。 本書は ， そ う した研究 の な

か で 日本発達心 理学会に お け る シ ン ポ ジ

ウ ム を まとめ た もの で あ るが ， 編者を初

め執筆者 に も著名 な教育社会学者が含 ま

れ て い る。

　本書は 4 部か ら構成され ， 第 1部 「父

親研究の 現状」 と第丑部 「父親 と子ど も

の かかわ り」 が報告論文，第皿 部が シ ン

ポ ジ ウ ム
， 第 IV部が研究論文 ・著作 リス

トとな っ て い る。 第 1部は 6章か ら成 っ

て お り， 第 1章 は 父親研究 の 課題を述 べ

て い るが ， 続 く第 2〜 6章 は父親の 役割

に 関 して の 報告で あ る 。 その 結論 は，夫

婦関係の よ い 父親 ほど ， ま た父 親意識の

強い 父親 ほ ど子 ど もとの 関わ りが 強 く，

そ し て そ うした 父子関係が 子 ど もの 発達

を促進 させ ， ま た子 ど もを密着 した 母子

195

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

関係か ら引 き離 して 自立 へ と向か わせ る

の だ とい う。 さ らに 子ど もとの 関わ りが

強い 父親ほ ど人間的 に成熟 した と感 じて

い る とい う。 第 II部は 9章か ら成 っ て い

るが ， 父親
・
母親 ・

子 ど もを 1組 と した

継続的な調査デ ー タに基づ い ての 研究成

果で あ る。
そ の 時々 の状況 に応 じた しな

や か な対応を意味す る柔軟性 （flexibili−

ty） とい う概念を導入 して ， 父親 と子ど

もとの かか わ りの 特徴を捉え よ うと して

い る。 柔軟性が高 い の は ， 母親 よ りも父

親で あ り，そ れ も育児参加 の 多い 父親で

あ り， 専業主婦の 母親よ り も有職の 母親

で あ り， ま た父親の 育児参加が多 い と き

に母親 の柔軟性は高 くな る。 そ して 父親

の 柔軟性 は子ど もの 発達とプ ラ ス に 結び

つ い て い る とい う。

　父子関係は， こ れ まで 看過 され て きた

問題だ け に，様 々 な興味あ る結論が導き

出 され て い るが，本書の 特徴は取 り分 け

以下の 2 点に 見 られ る
。 第 1 に ， 父子関

係を社会化の 二 方向過程 と して 捉え よ う

と して い る こ とで あ る。
こ れ まで も親子

関係 に お い て は親子双 方が 社会化主体 に

もな り社会化客体に もな る と して社会化

を二 方向過程 と して規定 して きた けれ ど

も ， 実際には専 ら社会化主体で ある親 と

社会化客体で ある 子ど もとの 関係 の 研究

が多 く，逆 の立場の 研究 ， すなわ ち子 ど

もが生 まれ夫婦で あ っ た男女が親役割 を

経験す る こ とによ っ て如何な る発達的変

化 を遂 げる よ うに な っ た の か とい う側面

の 研究 は殆 ど なか っ た と言 っ て よい
。

こ

れ まで 盛ん に行われ た母子関係 の 研究に

お い て もで あ る 。 最近 の 父親研究にお い

て も ， 父親を論 じ父親 と子 ど もとの 関わ
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りを論 じて は い る が ， 本書の よ うに 父親

役割 に よ る父親自身の発達的変化に まで

踏み込 ん で はい な い 。 第 2 に，使用 さ れ

て い る デ ータが ， これ まで常套的に 行わ

れて きた よ うな父 ・母 ・子をそれぞれに

対象 と した一時点的な調査 デー タで はな

く， 父
一母一子とい う 1組の 家族を単位

と して 継続的に行わ れて きた調査の 結果

だ とい うこ とで あ る。 しか も子 ど もの 発

達的変化を捉え るたあ に 複数の 観察者に

よ る評定法を採用 して お り，実 に ユ ニ ー

クか っ 貴重 なデ ータだ と言え る 。

　本書 を読み 終 えて ， 改 めて 子 ど もの 発

達 に お け る父親の 役割 とは
一

体何 だろ う

か とい う疑問を もっ た 。 本書 の結論か ら

言 えば ， 父親の 柔軟性が子 ど もの 発達に

効果を もつ の で あ るか ら， 子 ど もの 発達

に お け る父親の 役割 とは子 ど もに対す る

柔軟な 態度 ・行動 とい うこ とに な る の だ

ろ うか 。 とこ ろ が こ の 養育行動 の 柔軟性

と子 ど もの 発達 との関連性 は父親だ け に

見 られ る こ とな の か母親 に も見 られ る こ

とな の か は未だ 明確で は な い （170頁）。

確か に母親の 柔軟な養育行動は子 ど もの

発達 とは関連が な い とい う結論 も出て は

い る が （166頁）， しか しそ の 調査対象 と

な っ た母親 は殆どが柔軟性の 低い 専業主

婦で あ る。 だが有職の 母親は専業主婦 よ

り も養育行動の 柔軟性 は 高い の で あ る

（143頁）。 有職の 母親は ， 父親と同様に子

ど もとの 適度の 距離と職業経験を も っ て

い るか らで ある 。 とすれ ば有職 の 母親の

柔軟性 も子 ど もの 発達 に影響を もっ こ と

も十分考 え られ るだ ろ う。 実際， 柔軟性

の 概念 は父母 ともに かか わ りな くもち得

る特性で あ り ， 性 に よ っ て 固定 的に分類
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