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　本研 究の 目 的 は、小 学 校 中 学 年 の 子 を 持 つ 親、

小 学 校 b教 師、公 民 館 職 員 お よ び 家 庭 教 育 学 級

な ど の 講師 （大 学 教 員 等 ）の 三 者 相 互 間 の 家 庭

教 育 意 識 を比 較 し．そ れ ぞ れ の 意 識 の 実 態 と 差

異 を 明 ら か に す る こ と に あ る。

　 実 際 に 子 育 て を し て い る 親 の 意 識 と、学 校 の

教 師 あ る い は 専 門 家 の 意 識 と の 問 に は 、は っ き

り と し た

’
違 い が あ る と 予 想 ざ れ る。な ぜ な ら、

前者 は 現 実 的 な 意 識 を 持 ち、後 者 は ど ち ら か と

い え ぱ 理 想 的 客 観 的 意 識 を 持 つ と考 え ら れ る か

ら で あ る。ま た、直 接 子 ど も の 教育 に 携 わ っ て

い る 教 師 と 専 門 家 と の 問 に も1 同 様 に 意識 の 違

い が あ る と
’
思 わ れ る。

．

　 さ ら に、本研究 で は、子 ど も の 教 百 に 対 す る

意 識 だ け で な く、家 庭 教 青 全 般 に つ
．
い て の

一
般

的 な 意 識、家 庭 教 育 に お け る 祖 父 母 の 存 在 の 意

味、
’
さ ら に は社 会 教 育 の

一
環 と し て の 家 庭 教 育

学 級 の あ ら方 な ど に つ い て も 考 察 す る。

il　 方　 　法

（1） 調 査 の 対 象

　   広 島 市 内 の 小 学 校 中 学 年の 子 ど も の 親

　313名 ．（母 親 273名 　 父 親 40名 ）

　   広 島 市 内 の 小 学 校 中 学 年 を 担 当 す る 教

　 師 110 名

　   広島市内 の 公民 館 等 の 社 会 教育 施 設の

　 職 員 114名

　   広島 市 内 の 公民 館 等 の 実 施 す る 家 庭 教

　 育 学 級 等 の 講 師 （主 と し て 大 学 教 員 ） 63 名

　 な お ．分 析 の 際 に は、◎ 職 員 お よ び   講 師 を

　 「専 門 家 」 と し た。

O 植 　 田 　 ひ 　 と 　 み

（高 知 女 子 大 保 育 短 大 部 ）

　 渇 　 川 　 秀 　 樹

（広 島 大 学 大 学 院 ）

（2） 調 査 の 方 法

　調査 は、強 制 選 択 法 に よ る 質 問 紙 法 に よ り実

施 し た。質 問 紙 を 、学 校 や 公 民 館 等 の 社 会 教 育

施 設 を 通 じ て 被 調 査 者 に 配 布 す る 方 法 を と っ た。

回 収 率 は、ほ ぼ 100％ で あ っ た 。　 た．だ し、対 象

が 講 師 の 調 査 に つ い て tt，、郵 送 法 を 用 い た e こ

の 場 合 の 回 収 率 は 82％、で あ っ た。

　 調 査 票 の 配 布 及 び 回 収 は、親 に 対 し て は 昭 和

59年 12月 に 行 い 、そ の 他 の 対象 に 対 し て は 昭 和

60年 1月 か ら 2月 に 実 施 し た。

（3） 調 査 票 の 内 容

　   親 を 対 象 と す ．る 調 査 票

　 全 部 で 53 の 項 目 か ら 成 り、内 容 は 次 の 5 つ の

領 域 に 大 別 す る こ と が で き る。

D 回 答 者 （親 ） の 属 性 匸Ql −Q7］、2）回 答 煮の 子

ど も の 属 性 匚Q8・Qll ］、3）家庭教 育の 実態 と 家庭

教 育 観 ［Q12−Q35］・t4 ）家 庭 教 育 学 級 等へ の 参 加

度 匚Q36 ・Q41］、　5＞家 庭 教 育 学 級 等 の 運 営 に つ い

て の 意 見 ［a42 ・Q53］。・

　   教 師 を 対 象 と す る 調 査 票

　質 問 項 目 は 22 あ り、そ の 内 容 は 次 の 3 領 域 に

Jk｛別 で き る。　 D 回 答 者 の 属 性 ［Q1−Q5］、2）家 庭

教 育 観 〔Q6 −Q18 ］、　3）公 民 館 等 の 活 動 方 法 等 に

関 す る 意 見 ［m9 唄 22．コ。

　 ◎ 職員 を 対 象 と す る調 査 票

　 質問 は、選 択 肢 の 設 け ら れ た 項 目 27、お よ び

自 由 記 述 の 項 目 5 か ら 成 っ て い る。前 者 は 内 容

の 面 で 次 の 3 領 域 に 大 別 さ れ．る。1）回 答 者 の 属

性 ［Ql・q3］、2）家庭教 育 観 匸Q4 −Q14 ］、3）tAX民 館

等 の 活動方法等 に 関 す る 意 見 ［Q15−Q27］。
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　   講 師 を 対 象 と す る 調 査 票

　質 問 項 目 は 20 あ る。内 容 は、回 答 者 の 年齢 と

公 民 館 等 で の 講 師 と し て の 軽 験 を 尋 ね る も の ［Q

1・Q2〕が 2 つ 、　家 庭 教 育 観 に 関 ず る も の 4 項 目

［Q3・ 6］、　そ れ 以 外 は 家 庭 教 育 学 級 の 進め．方 に

つ い て の 意 見 を 尋 ね た も の ［Q7迫 20］で あ るe

　 以 上、 い ず れ も 用意 さ れ た 回 答 選 択 肢 か ら 1

つ ま た は 2 つ を 強 制 選 択 さ せ る 回 答 方 式 で あ る。

ま た 、家 庭 教 胥 学 級 等 に つ い て の 意 見 や 希 望 等

を 自 鹵 に 記 述 す る よ う 求 め て い る。

％

聞

岨

e

図1　子どもへ の親の 期待
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（4）共通 質問項 目

　  親 の 子 ど も に 対 す る 期 待

　   親 の 学 校 に 対 す る 期 待

　  親 が 家 庭 教 育 で 力 を 入 れ て い る こ と

　   冢 庭 教 育 観 （3 項 目 ）

　   親 の 気 が か り な こ と

　   祖 父 母 と の 同居

　   家庭教 育 の 学 習 内 容

（5） 分析の 観 点

　 親 ・教 師、専 門 家 に 共 通 の 質 問 な ら び に 関 連

質 問 か ら 以 下 の 項 目 を と り あ げ、 3 者 間 の 相 違

を 検 討 す る。

　   親 の 子 ど も へ の 期 待

　   親 の 学校 へ の 期 待

　 ◎ 親 自 身 の 役 割

　   家 庭 教 冒 に つ い て の 学 習

　   家 庭 教 育 に 対 す る 評 価

　　　　 一
厳 し さ ・干 渉 度 ・教 育 方 針

　   家 庭 教 育 に お け る 親 の 悩 み

　   家 庭 教 育 に お け る 祖父母 の 位 置 づ け

　   家庭 教 胥 学 級 の あ り方

皿 　 結 果 と 考 察

（1） 子 ど も へ の 親 の 期待

　　　　　　（図 1 参 照 ）

（2） 家 庭教 育 と学 校 教 育 の 守 備範 囲

　 親 自 身 の 意 識

　親 が 子 ど も に 対 し て 望 ん で い る こ と は、ま ず、

r身 の ま わ り の こ と を 自分 で し て ほ し い 」 と い

う こ と で あ る。比 率 は か な り下 が る が 、　「友達

づ き あ い 」　「近 所 づ き あ い 」 が そ れ に 続 き．さ

ら に 低 い 比 率 で 「勉 強 し て ほ し い 」 が あ が っ て

い る。 す な わ ち、親 が 子 ど も に 望 む 第
一

の こ と

は 、日 常 の 生 活 習 慣 の 目 立 で あ り、そ れ が で き

た 上 で 、ま わ り の 人 と の 円 滑 な 人 間 関 係 を 形 成

し て ほ し い と 願 っ て い る 。 勉 強 し て ほ し い と い

う 願 い も 確 か に あ る が、そ れ は 決 し て 主 た る も

の で は な い く図 1 参 照 ）。

　 そ う い っ た 子 ど も へ の 願 い に 伴 っ て、親 と し

て、家 庭 で は 、第
一

に 「日 常 生 活 上 の し つ け 」

・
に 力 を 入 れ 、第 二 に 「か ら だ を 鍛 え る こ と」 を

心 が け 、第 三 に 「遊 び 友 だ ち を 大 事 に す る 」 よ

う 働 き か け て い る （図 2 参 照 ）。　 し か も、そ

れ ら を 実現 す る た め に 、家 庭 教 育 学 級 な ど で、

「基 本 的 生 活 習 慣 」 や 「親 子 関 係 」 に つ い て 学

習 し た い と 考 え て も い る （図 3 参 照 ） 。

　 一方、学 校 に 対 し て 親 が 期 待 し て い る こ と は、

第
一

に 「集 団 生 活 で の 規 律 を 守 る 訓練 を して ほ

し い 」 と い う こ と で あ り、そ の 後 に、　「学 力 を

つ け て ほ し い 」 が 続 く が、比 率 的 に は 前 者 の 約

半 数 で あ る （図 4 参 照 ）。
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　 以 上 の こ と か ら、子 ど も の 教 育 に 関 し て 、親

は、家 庭 お よ び 学 校 の 特 性 を 認 識 し て 、家 庭 で

引 き 受 け る に ふ さ わ し い 領 域 を 担 お う と し、学

校 で こ そ 有 効 に 行 わ れ る も の は 学 校 へ 任 せ よ う

と す る 考 え が 麺 塊 み・
．
ら れ る・一

応・輒 ま・
．』

家 庭 教 冒 と 学 校 教 育 の 守備範 囲 を 認 識 し、役 割

分 担 を 考 え て い る と い え よ う。

図2 　家庭教育の力点

しつ け

鰕

遊び友達

家庵掌習

塾・家庭

％ 娼 　　　銅 　　　15　　　日　
・
　　　　日　　　15　　　3U　　　45　％

54
％

15

％．

15

図 3
．

家庭 鞍育の学習内容
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　 親 に つ い て の 教 師 ・．専 門家．の 見方

　 で は、教 師 や 専 門 家 は 親 を ど うみ て い る だ ろ

う
．
か。

　 ま ず、講 師 は、親 が わ が 子 に 望 ん で い る の は

「勉強 し て 欲 し い 」 と い う こ と で あ る と み て い

る。そ の た め、家庭教育 で 力 を し）れ て い る の は、

学校教 育 で は 十 分 で な い の で 塾 や 家 庭 教 師 に 頼

ん で 勉 強 さ せ て い る こ と

．
だ と み て お り、 日 常 の

し つ け は あ ま り し て い な い と 町て い る （図 1 ・

2 参 照 ）。

　 つ ぎ に 、教 師 と 職 員 に つ い て み る と、親 が 子

ど も に 対 し て 望 む こ と は 、何 よ り も 「 勉強 し て

ほ し い 」 と い う こ と で あ る と み て い る者 が、半

数 近 く い る。 そ れ に 統 い て、　 「親 の い う こ と を

素 直 に 聞 い て ほ し い 」 と 願 っ て い る と み て お り、

「身 の ま わ りの こ と を 自 分 で して ほ し い 」　（親

の 望 み の 第
一

位 ） と 願 っ て い る親 は 少 な い と み

．て い る。教 師 や 職 員 は、親 た ち の 家 庭 教 冐 意 識

に 対
．
し て か な り麟し．い 見 方 を．レ て い る。 す な わ

ち、親 は、子 ど も 自 身．の 成 畏 発 達 を 願 う と い う

よ り も、む し ろ 親 自 身 の 欲 求 を 子 ど も に 押 し つ

け て い る と 職員 は み て L｝ る よ う で あ る （図 1 参

照 ） 。

　 で は、教 師 や 職 員 は 家 庭 教 育 に 何 を 望 ん で い

る だ ろ う か。第
一

に 、子 ど も の 真 の 成 長 発 達 の

黝 者．で あ る こ と を 願 ・ て 抑 ・家庭 丁・tt 田

常 生 活 の し つ け 」 に 力 を 入 れ、　 r家 事 を 手 伝 わ

ぜ る 」 べ き だ と 考 え て い る。 こ れ は、意 識 の 上

で は 親 と 合 致 す る が 、教 師 や 職 員 は、現 実 に は

そ う で な い と み て い る た め、 そ う あ る べ き だ と

望 ん で い る と と れ よ う 。 ま た、そ の た め に 親 に

は 「基 本的生 活 習 慣 」 や 「親 子 関 係 」 を 学 習 し

て も ら い た い と 思 っ ・て い る （図 3 参 照 ）。

　 さ ら に 、親 は 、学 校 に 対 し て も 第 一
に 「学 力 　

．

を．つ け て く れ る こ と 」 を 期 待 し て い ると、教 師

や 講 師 の 半 数 近 く の ．者 が み て い る。　「集 団 生 活

で の 規 律 を 守 る 訓 練 」 を 期 待 し て い る と み て い
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る 者 も 教 師 に は 2 割 強 い る が、講 師 に な る と そ

の 比 率 は も っ と 低 く な る （図 4 参 照 ） c

　 以 上 の こ と か ら、親 の 子 ど も に 対 ず る 願 い や

家 庭 教 育 と 学 校 教 育 の 役 割分担 に つ い て の 意識

は、ど う や ら タ テ マ エ で あ り、現 実 に は 子 ど も

を ヌ キ に し た 親 中 心 の 考 え bS家 庭 教 育 の 実 際 を

強 く 支 配 し て い る よ う で あ る。

図5 家庭教育に 対す る評価
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（3） 家 庭 教 育 に 対 ず る 評 価 ．

　 親 は、わ が 国 の 家 庭 教 育 を
一

般的 に ど う み て

い る だ ろ う か 。 図 5 か ら、甘 く、干 渉 し す ぎ る

傾向 に あ り、 し か も き ち ん と し た 教育方針 を 持

っ た 家 庭 は 少 な い と み て い る。

　 こ の 点 に つ い て も、職 員 の 評 価 は 厳 し い 。親

は 子 ど も に 対 し て 、非常 に 甘 く、非 常 に 干 渉 し

ず ぎ 、き ち ん と し た 教 育 方 針 を も た な い と み て

い る 者 が、親 よ り は る か に 多 い 。

　教師 の 評価 は．職員 と は 異 な る。親 は 子 ど も

に 対 し て 非 常 に 甘 く、し つ け の 方 針 を も っ た 家

庭 は 少 な い と 思 っ て い る が、干 渉 に つ い て は 職

員 だ け で は な く 親 よ り も、干 渉 し て い る と み て

い る 者 は 少 な い 。特 徴 的 な の は、親 は も っ と 干

渉 し て も よ い と 考 え る 者 が、三 者 の 中 で は
一番

多 く み ら れ る こ と で あ る。

　 こ れ ら の こ と か ら、親 は、子 ど も に 「 日 常 の

生 活 習 慣 の 自 立 J や 「 ま わ り の 人 と の 円 滑 な 人

間 関 係 の 形 成 」 を 望 む と い い つ つ 、そ れ に 必 要

な し つ け を き ち ん と し て お ら ず、ま た 過度 に 手

出 し 口 出 し し て 、子 ど も の 自立 を 妨 げ て い る と

教 師 や 職 員 は み て い る。教 師 が 、親 に も っ と 干

渉 し て も よ
．
い と 考 え て い る の は 、結局、家 庭で

し つ け る べ き こ と が し つ け ら れ て い な い こ と に

不 満 を 抱 い て い る た め と 思 わ れ る。親 が 本当に

子 ど も に 何 を 願 っ て い る の か、ど ん な 子 ど も に

育 っ て ほ し い と 考 え て い る の か、教 師 を 初 め と

し て 多 くの 人 が 感 じ る 疑 問 で あ ろ う。
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（4 ）家庭教 育 に お け る 親 の 悩 み

　親 が わ が 子 の こ と で
一

番 気 に か か っ て い る こ

と は、　 「勉 強 ・ 進 学 問 題 」 で あ る。子 ど も の 日

常 生 活 習 慣 の 自 立 や 円 滑 な 人 間 関 係 の 形 成 を 願

っ て い る と 回 答 し た も の が 多 い に も 関 わ ら ず、．

「 し つ け 」 や 「 友 達 関 係 」 を 気 に か け て い る 親

は 少 な い。 こ こ に、親 の ホ ン ネ と タ テ マ エ の ズ

レ bS見 て と れ よ う 。 教 師 や 職 員 が み て い る よ う

に 、頭 の 中 が 子 ど も の 勉 強 も こ と で い っ ぱ い に

な っ て い る 親 が 多 い と い え よ う。

（5） 家 庭 教 百 に お け る 祖 父 母 の 位 置 づ け

　祖 父母 と 同 居 ず る 方 が 子 ど も の た め に な る と

考 え て い る 親 が 約 8 割 お り、．
教 師 や 職 員 で は そ

の 比 率 は・さ ら に 高 く な る。

　 ま た、親 は 子 ど も と 祖 父 母 を 積 極 的 に 交 流 さ

せ た い と も 考 え て い る e し か し、悩 み の 相 談相

手 と し て 祖 父 母 を 求 め る 親 は 少 な い。

　 こ れ らの こ と か ら、親 は、家 庭教育 の 重要 な

担 い 手 と し て 祖 父 母 を 位 置 づ け て い る わ け で は

な く、子 ど も の 世 話 を し て く れ る 人 と し て 位 置

づ け て い る よ う に 思 わ れ る。
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