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幼児 の 家庭生 活 と養育観 に関す る研究 （1 ）
　　　　　　　　　　 ○ 林 　 　 　幸 範

・今 林 　 俊 一

　　　　　　　　　　 （文 京女子 短期 大学 〉　 （鹿児島大学 ）

1 ．目的

　我 々 は 、さ きに 、子 どもの 家庭生活 と しつ けの 関係 に

つ い て 報 告 を して き た （林 ・今 林 ： 1984，1985，1986，198
7，1989舵 ｝。そ の 中で 、子 ど もの 生 活や しつ けに 関 して

様 々 な点 が わ か っ て きた 、特に 、しつ け に 対す る父親 の

関 わ りや 母 親 の しつ け に 対す る 態度 な どが 明 らか に さ れ

た 。
　 しか し、こ れ らの研 究 で は、子 ど もの 生活 と しっ け の

実 懇 に 重 視点 が 置 かれ て い た ，そ の た め 、しつ け に 対 す

る親 の 意 識 や養 育 態度 、養 育観な ど の 関係 に つ い て の 研

究 に か けて い る もの が あ っ た。そ こ で 、本 研究 で は 、先

の 研 究 を も と に しつ け と養 育 観 と の 関 係 な ど につ い て 検

討 を加 え る 。
2 ．方法

z．1．調 査 対象 者

　 東京都 の 3 幼 稚 園の 親 に実施し．364名の 回 答が あっ た

（年少 以下 ；12名、年 少：20名、年 中 ：169名．年長 ：163名〉。
2．2．調査 期 日

　平 成 2 年 1 月

2．3．調査 方法

　 自作の 調 査 用 紙 を 封 筒 に 入 れて 、担 任 教諭 か ら幼 児の

親に 子 ど もを通 して渡 して も らい 、記入 後園 へ 提 出。
2．4．調査 材料

　 調 査用 紙は 、以 下の 5 要 索 で 構成 で 作 成。
　  基本 属 性、  しつ けの 実態 と 意 識、  産育の 意 識、
  学 校 観

・
教 育 観 、  養 育 観

3 ．結果 と考 察

3．1．対象 地 域の 基 本 的 属性

  家 族 構成 ：核 家 族 が79，1％ 、3 世代家族が 17．3％ 、そ

の 他 が 2．2％ 、不 明 がL4 ％で あ っ た e 子 ど も の 数 は 、1

人 っ 子 が9，3％ 、2 人 が62，1％ 、3 人 が 25．5％、4 人 以．k
が3．  ％ で あ っ た 。母 親 の 年 齢 は、20代 が 11．4％、30代 が

79．4％、40代が 9．2％ で 、父親 の 年 齢 は、2e代 が 4．2％ 、
30代 が68．0％、4e代以 」二 が 27，8％ で あ っ た 。　   学 歴 ：

母 親で は．高 卒が 44．b％ 、短 穴 卒 が4a．4％ ．大学 卒以 上

が 13．7％ 、中 卒が 1．7 ％で あ っ た ．父親 で は 、大 卒 以 上

が54，6％ ．高 卒 が 28 ．7％ 、短 大 卒 が12．ゆ％、中卒 が4．5
％ で あ っ た 。　   職 業 ： 父親 の 職 業 は、事 務系 が 38，5％

、專 門系 が 17．0％ 、管 理 職が IL2 ％ な どで あ っ た 。母 親

は 、専 業 主婦が78．9％、パ ート・内職 が1正．4％な どで あ

っ た 。　   ま とめ 1 以 上の こ とか ら ．調査 対 象地 域の 平

均 的な 家族 構成は 、核家 族 で 子 ど もの 数は 2．2人 で あ っ た

。母 親 は 、34．0歳 の 専 業主婦 で 、父 親 は 、35．8歳 で 、事

務系、管 理系 、専 門職 に 従 事 して い る 。母 親 は 、高校 ・

短大 を卒 業 し、父 親は 大 学卒 以上 で あ る、
3．2 しっ け の 実態 と意識

  しつ け の 主体 ： しつ け を担 当者 して い る ρ）は 、母 親が

57．9％、両親 が4L6 ％ で あ っ た ，　   しつ けの 自信度 ：

しつ け に 自信が あ るの は 33．0％、自信 が な い 者は 24．4 ％、
どち らで も な い が 42．5％ で あ っ た 。　   しつ け の 対立 ：

対 立 し て い るの が 36．3％ で 、対立 して い な い の が63．7％
で あ っ た 。対立 した 場 合の 処 理 の 方法 と して は 、その ま

ま に して お く （31．5％ 〉、特 に 決 ま っ て い な い （24．4％ 〉な

ど と消極 的 解決 法 が多 か っ re　tS 　   しつ けの 情報源 と相

談相 手 ： しつ け の 情報 源 と して は 、配 偶者 （51．3％ ）、友

人
・
知人 （45．4％ ）．自分 が受 けた しつ けや 経験 （22．1％ ）

な どが多 か っ た。ま た。しつ けの 相談相手は 、配偶 者 （7
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9．D）、友 人 ・知 人 （45．1％ 〉、自分 や 配偶 者の 父 母 （28．9％

）な どで あ っ た。　   しつ けの 基 準 ： 子 どもを叱 っ た り、
ほめ た りす る基 準 に つ い て は ．人 の 立 場 も考 え て 仲 良く

暮 らす た め （62、3％ ）、子 ど もの 将 来 を考 えて （54．0％ ）、
そ うす るこ とが人 間 と して 当然だ か ら （39．3％ ）など の 順
に割 合 が高 か っ た 。　   日 常の 行動決 定 ：子 ど もの 日常

の 行動 と して は 、寝 る時 間 ・起 き る時 間 （72．3％ ）、食 卓

で の 席 （42．6％ ）、そ の 日に 着 る服 （33．0％ 〉な どに つ い て

、親 が 決 定 を して い る 割 合 が高か っ た．　   しつ けの 期

待 と状況 ：次 の よ う な しつ け を 何 歳 く ら い まで に 身 に つ

け て 欲 しい か と聞 い た結果 は、以下 の とお りであ っ た ．
食事 の 習 慣は 3 〜4 歳 まで に が45．9％ 、あい さつ の 習慣

は 3 〜4 歳 ま で に が 38．e％ 、就 寝の 習犢 は 2 〜3 歳 まで

に が52．8％ 、排 便 の 習慣 （トイ レ ッ ト ・トレーニ ン グ〉は

2 〜3 歳 ま で に が 52．8％ 、着 替 え の 習 慣 は 3 〜4 歳 まで

に が51，0％、歯 磨 き の 習慣 は 3 〜4 歳 ま で に が 39．4％ 、
後 片づ け の 習慣 は 3 〜4 歳 ま で に が35．7％ 、勉強 の 習慣

は 6 〜7 歳 まで に が35．1％ と、回答 率 が
一

番高 か っ た 。
ま た 、排 便の 習 慣 （94．．9％ ）食 事 の 習 慣 （92．2％ ）、着 替 え

の 習慣 （9D．5％）な どは、ほ ぼ身 に つ い てい る と回答 して

い る．現 在行 っ て い る も の が 多 い もの と して 、後 片づ け

の 習慣 （37．4％）、挨 拶の 習 償 （37．2％〉、就 寝の 習慣 （36．
6％ ）な ど で あ っ た。また、勉強 の 習慣 は、62．4％が まだ

行 っ て い ない と回答 を して い る。　   しっ けに 対す る満

足度 ：現 在 の しつ け に 対 して 、満足 して い る の は 34．2％

、不満 で ある の が 16、3％、どち らで もない の が49．6％で

あ っ た 。　   配 偶者 の しつ け へ の 関 心 度 ： 配 偶 者 は しっ

け に 対 して 、とて も 関心 を も っ て い る の が 13．7％ 、関心

をも っ て い る の が62、2％、どち ちで もな い の が 19．3％ 、
関 心 が な い の 力塑，2％ 、ま っ た く関心 が な い の が 0．6％ で

あ っ た 。　   配偶者 の しつ けに 対 す る 協 力 ： 図表 1．は 、
配偶 者の しつ け に 対す る 協力 に つ い て の 結 果 で あ る。ほ

とん どの しつ け に 対 して 、配偶 者 は 協 力 を して い る 。そ

の 中で も、緋 便の 習慣 、歯磨 の 習 慣、着 替 えの 習慣 な ど

は、協 力 があ ま りえ られ て い な か っ た ．　   しつ け の 方

法 ； 実 際の しつ け の 場 面 に お い て 、子 ど もが 何 か よ い こ

とを した時 に ほめ て上 げ る親は 99．7％ で あり、子 ど もを

叱 る 時 に そ の 理 由 を 話 す親 は 93．3％ で あ り、叱 っ た り、
注意 をす る 時 に 、「危 な い 」

「だめ 」 な ど と い う言 葉 を

臼

　食事の 習慣

図裹 1　 配嶋者の しつ げ の協力 （％ 〉
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よ く使 う親 は8D．6％で あ り、体罰 を加 えて い る親 は74．2
で あ っ た 。そ の 反 面 、叱 る 時 に よ く他 の 子 ど も を 引合 い

に 出す親 は 、正9．4％ と 少 なか っ た 。　   ま とめ ： 以 上 の

こ とか ら、しつ け は 、原購的に 母 親が損当 して い る が、
両 親で 担 当 して い る家 庭 も多 くな っ て きて い る。その こ

とは 、配偶 者、夫が、しつ けに 対 して、様 々 な 意 味で 関

わ っ て きて い る こ とを意 味 して い よ う。その こ と は、協

力 関係 に も表れ て い る。しか し、その 反 面、対立 した 時

に 、ほ とん どが 、何 も しな い で その ま まに して い くこ と

か ら、しつ け に 対 して の 夫婦 聞 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が あ

ま り確 立 して い な い の で は な い か と 思 わ れ る 。と い う こ

とは 、夫 の 関 与の 仕 方 は 、妻 に諮 わ れ て とい う形 を 取 っ

て い るの で は な い か と考 え ら れ る e また、しつ け全 般 に

関 して は 、子 ど も に 対 して 、コ ン ト ロ
ー

ル 的 な 傾 向 も見

受 け られ る。
3．3，産 育 の 意識

  産育観 ： 神や 天 か ら授 か っ た と思 っ て い る もの は42．5
％ 、自然 にで き た と思 っ て い る もの は37．4％、計 画的 に

っ くっ た もの が20．1％ で あ っ た 。　   産 育意識 ： 子 ど も

を 産 み 、育て る こ と の 意義 は 、出 産 ・育児 に よ っ て 自分

が 成長 す る （74．0％）、家 族の 結び 付 きを強め る （50．O％ ）

、次 の 社 会 をに な う世代 をつ く る （28，5％）、子 育 て は 楽

し い （24．6％ ）、自分 の 生 命 を伝 える （22．9％ ）な ど の 順で

あ っ た e 　   ま とめ ： 以 上 の こ とか ら、現 代的 な 産育 観

で ある 、計画 出産 が意 外 と少 なか っ た 。産 育意 識 は、一

般 的 に は親 や家 族 の 側 面 に 意 義 を も っ て い る と 思 われ る

。と い う こ とは 、産 育 観と産 育 意識と の 間に は 、ある種

の ず れ が生 じて い る と考 えられ る、
3．4．学校 観

  現在 の 園に 対 す る要 求 ； 現 在 通 っ て い る 幼稚 園 に対 し

て の 要求 と して は、豊 かな感 情 を育て るが 6D．1％、健 全

な 体 を っ くる が 18．2％ 、道徳 心 を養 うが12．8％ 、知識 を

高 め、知 識 を豊か に す るが ！，7％ な どの 順 に 高か っ た。
  将来 の 学 校 に 対 す る 要 求 ： 将来 通 う学 校 に 対 し て の 要

求 と して は 、豊 か な 感情 を 育 て る が 32．4％ 、知 識 を 高 め

、知識を豊 か に す る が 29．6％ 、道 徳 心 を養 うが 22．2％ 、
健 全 な体 をっ くるが 10．0％ な ど の 順 で あ っ た 。　   将 来

の 進 学 ： 将来 、子 ど もが ど こ まで の 学校 に 進学 し て 欲 し

い か を 聞い た ら、大学 以 上 が74．1％ 、短 大まで が 1L2 ％

、高 等学 校 まで が6，5％ 、中学 校 まで が 0，3％ の 順 で あ っ

た 。　   ま とめ ： 以 上 の こ とか ら、親 は、現在 通 っ て い

る幼 稚 園 と、将 来通 う小学 校 とは、あ る程 度、要 求の 分

化 を考 えて い る と い え るか も しれ ない 。幼稚 園 で は、感

情教 育を して 欲 しい と 考え、小学校で は、知識
・道徳

・

感 情教 育 と ．様 々 な 天 の 教育 を要望 して い る と 考 え られ

る 。と い う こ と は 、子 ど も の 発 達 段階 を考 え て 見 れ ば 、
あ る 程 度当然 と 考 え られ よ う。しか し、そ の 反徳 、ほ と

ん どの 親 が、大学位 上まで の 進 学を考えて い る と い うこ

と は 、や は り、知 的 な レ ベ ル が 強調 され て い る の で は な

い か と考 え られ るか も しれ ない 。
3，5，養 育 観

　   養 育観 ： 図表 2 は 、養育 や 家庭 に 関す る 様 々 な意 見

を 聞い た 結果 で ある。その 結果 、各意 見に 対 して 、ぞ う

思 うと 回答 したの は、．次 の 順 で あ っ た。「父親 も母親 と

と もに 育 児 に参 加 をす べ き で あ る （図表 2 で は M ） 1 、
「小 さ い子 に と っ て 母 親 の 影 響 は、父親 の 影 響 よ りも大

き い と思 う （図表 2 で は K ） 」 、「家 で 何 か を 決 め る 時

は 、子 ど もの 意 見 を十 分 に 聞 い て 上 げ る 〈図表 2 で は B

＞ti、 「子 ど もが や りた い と思 うこ と は ．少 し危険や 困

難 が あ っ て もや らせ る （図表 2 で は G ）」 、 「子 育て 母

は 親 が 中心 で あ り、子 ど も の ぞぱ に い るべ き で あ る （図
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表 2 で は L ＞」 、「子 ど もに 自 由を与 え過 ぎ て は、か え

っ て 子 ど もの ため に な らない 〈図 表 2 で は D ） 」 、 「 『

子 ど もの 恥 は親 の 恥 』 とい うこ とわ ざは 、正 しい （図 表

2 で は F ） 」 、「家の 将来の こ と を考 える と、や は り
一

人は 男 の 子 が い た方 が よい （図 表 2 で は A ） 」 、「祖 父

母 も子 育て に かか わ る方が よい （図表 2 では J ＞1 、 「

親は 、子 ど もの友だ ち の よ うに なっ て や る べ きで ある （

図表 2 で は C ）」 、 「親が 『悪 い 』 と思 うこ とは ．子 ど

もが ど ん なに や りた い と言 っ て もや ち せ ない （図表 2 で

は E ） 」 、 「男の 子 は 『男 ら し く』 、女 の 子 は e女 ら し

く』 育 て る べ きだ （図 表 2 で は H ）」 、「小 さい 時 に 厳

しく し つ けて お けば 、大 き くな っ た 時に 、強 く りっ ぱな

性 格の 人間に な る （図 表 2 では 1 ）」 の 順 に高か っ た。
また 、そ う思 わ な い 方 が高 い 回 答 畢 の も の は 、「小 さ い

時に厳 しくしつ けて おけば 、大き くな っ た 時に、強 くて

りっ ぱ な 性格 の 人 間 に な る 」で あ っ た．そ う思 うとそ う

思 わ な い と の 回答 率 が ほ ぼ 同 じで あ っ た の は 、「男の 子

は 『男 ら しく』 、女の 子は 『女 ら し く 2 育て るべ きで だ

」 で あ っ た 。　   ま とめ ： 以上 の こ と か ら、親は 、育 児

は 原 則 的 に 両 親で 行 うもの と考 えて い る 。そ の 反 薗 、子

どもに と っ て 、母綴の 役割は 重 要で ある と考 えて い る，
子 ど もに 対 して は 、子 ど も本位 に 考 え る よ う に した り、
友達 付 き 合い を し た りな ど を考 え て い る が、ある 程 度の

コ ン トロ ー
ル も考 えて い る よ うで あ る。しか し、そ の 反

面 に 、古い 養 育 に 対す る考 え 方 を も っ て い る 親 もね ず よ

くい る．と い うこ とは 、子 育 て や 養育 に 対 し て 、新 し い

考え方 と、古 い 考 え方 が 渾 然
一

体 と して い る と考 え られ

る。あ る意味 で ．子 育て や 養育 は 、ア ン ビ ヴ ァ レ ン ツの

状態 に な っ て い る と 考 え られ るか もしれ な い ．
4 ．ま とめ

　 譌査 対象 地 の 家 族は 、全 般 的 に は 、30代の 両 親 で 、子

ど も は 2 〜3 人、高 い 学 歴 で 、ホ ワ イ トカ ラーの 家 庭が

多 い ．
　 しつ け に 対 して は、母親 は、父 親 ・夫 の 参 加 を意 識的

に も、行 動的 に も積極 的 に 肯定 して い る 。ま た 、母 親の

評価 で は あ る が、父親 ・夫 もか な り高 い 意識 を もち、参

加 して い る と言 え よ う。と い う こ と は 、新 し い しっ け、
子 育て 観 を も っ て い る と考え られ よ う。また 、こ の こ と

は 、養 育観に も表 れ て い る こ とか ち も い え よ う，
　 だが 、そ の 反 面、古 い 養 育観 も親 達 の 意 識 の 中 には あ

る．とい うこ とは 、行 動面 で は、新 しい 考え方が 占め て

い るが 、意識 の 面 で は、新 しい 考え 方 と古 い 考 え 方が 渾

然 と して い る と考 え られ る 。

図表2　養育に鷹す る意見 ：養育観（％）
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