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「3歳児神話」の 認 知 と育児雑誌

○山岡　 テ イ

（情報教育研究所）
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育児 情報 と早 期 教 育環 境の 視 点 か ら

庄 司　順
一

（日本子ど も家庭総合研究所）

【は じめ に 】

　乳幼児の 発達 を考え る 上 で 、初期体験や 母 子 相 互 作

用 の 重要性 が提唱され て きた中 で 、 3歳まで の 養育態

度や環境 で 、 そ の 後の 子どもの 将来が決定 され る とい

う不安や 焦燥感 を抱 い て い る母 親 が 少 な くな い 。 そ こ

で 、い わ ゆ る 「3歳児 神話」 の 言葉の 定義や 認 知度に

関す る受容過 程の 実情を、乳幼 児 の 母 親 の 情報 源 と し

て 影響力が あ る 、 育児雑誌や 実家の 母親か らな ど の 情

假環境 に焦点をあて て 母 親の 意識を 概観 した 。

【調 査 方法 】

1．予 備的 質 問 紙 調 査 ： 時 期 は 1998年 3 月。地 域 は 東

京 及 び名 古 屋。対 象は 幼 児 と小学生 をもっ 母 親 と保健

婦 。助産婦。中心年齢層 は 30代 52．O％、40代 が35．眺 で

あ り、 第 1子の 年齢は 小巾学生が 中心 。 保健婦や 助産

婦の 中 に は 子 ど もが い な い 女性 が10人 い た。調 査 方法

は質問 用 紙 を 直 接 手 渡 しで 回収 した 。 集計数 は 100 通。

回答 者の 就労状況 は 専業主 婦が 49．OX
、

パ ートタイ マ

ー30．觴、常勤者21．O％ で あ っ た が 、 保育 の 現場 に携わ

る者や こ れから外 で 働きた い と い う意識が 高 い 専業主

嫦 が 多い こ とが特徴的で あ っ た。

H ．文献 調査 ： 上 記 の 調査結果 よ り、　「3歳児神話」

の 言葉の 入 手経路 と して 、 「育児雑誌」が 2位に あげ

られて い た こ とを踏まえ て 、月刊 育児 雑誌 「ベ ビー
エ

イ ジ」 「わ た しの 赤ちゃ ん 」　「ひよ こ ク ラ ブ 」 3 誌で 、

そ れ ぞ れ創刊号か ら1998年 3月号 まで の 全号の 目次及

び一
部内容 の 検証を行 っ た。方法 と して は 、 「3 歳児

神話」 の 記 事内容 と して の 取扱い と、1970年代 か ら90

年代まで の 各誌の 3歳 まで の 働 きか け や 乳 幼 児 教 育に

関連 す る記事を時代背景を含め て 考察 した。

【結果と考察】

1．　 「3歳児神話」の 認知度

　 『 「3歳児神話」 とい う言葉を知 っ て い ますか ？』

の 設問 に は 、 73．OX が知 っ て い る と 回答 して い た 。 年

齢別の 認知 度で は 30代が最 も高 く76．9％、っ ぎに40代が

74．3X で あ っ た。母 子保健関係者 を含 め て も 7割の 認

知度で あ っ た 。　『 「3歳 児 神話」 は、ど の よ うな内容

だ と思 うか 』 で は 、 「3 歳 ま で の 子 ど もへ の 働 きか け

が、そ の 後の 子ど もへ の 成 艮 ・発 達 に 大 き な影 響 を及

ぼ す」と回答した人 が 82．O％ で もっ と も多 く 「3歳 ま

で は 、 と くに 母親が子どもの 育児を 行 う こ とが大 事 だ」

が53．0％、「こ の 時期 に子 ど もの 情 操 や 五感 を育 て る と

効果 的 で あ る」39．OX と続い て い た 。 30代 と40代を比

較す る と 、 乳 幼 児 を もつ 母親で ある 30代 の 母 親達 の ほ

うが 「こ の 時期 に 子どもの 情操や 五 感 を育 て る と効果

的で ある 」 が48．OS 回 答 して お り、40代 の 29．4％ に比

べ て 20％ 近 く多 か っ た 。 次に 『「3歳 児神話」と い う

言葉を ど こ か ら聞 きま した か』 の 回答で は 「世間
一
般」

49．脇　「育児雑誌」27．O％　「テ レ ビ や新聞」26，脇

　「育児書」 14．OX　「専門書」10．　O％　「そ の 他」 10．　OX

　「友 人 ・知 人 」8．佛 「実家の 母 」 4．OXの 順 で あ っ た 。

以 上 の 結果 で は 、 育児雑誌 や テ レ ビ新 聞 など の マ ス メ

デ ィ ア を 中心 に あげて い る もの の、世間一般 的 な社会

知識 と して 言葉を認知 して い る こ とを 示 して い た。

2 ． 「母 親に よ る子育 て 」 に っ い て

　 3 歳児神話に 関連 して 、2 つ の 相 対す る 意 見か ら、

回 答者の 考え に 近 い ほ うを選ん で も ら っ た結果で は、

「子どもが 3歳 くらい まで は母 親が育 て たほ うが い い 1

は 35．O％、「必 ず し も母親 で な くて も、愛情を もっ て 育

て れ ば い い 」 は65．　0％ で あ っ た 。 就労状況別 に み る と

専業主 嬬は 「3歳 くらい まで は母親が〜」 は44．9％ で

あ っ た が 、 常勤者 は28．6％ と16．3X の 格差 が あ っ た。

　 調 査対象の 半数 で あ る専業主婦 は 、社会的な活 動 に

従事する女性が 7割 を 占め た こ とや ポ ス ト育児期 の 40

代後半以降の 年齢層も含まれ て い た こ とか らも、 こ の

よ うな結 果 が 出て い た と思 わ れ る 。 さらに、他 の 調査

で の 、3〜8歳児の 母 親達 へ の 同 じ設問結果を 比較す

る と 「3歳 くら い まで は母親 が〜
」 は74．3％ で 「必ず

し も母 親 で な くて も〜
」は25．7X とい う反対の 結果に

な っ て い た 。 調査対象とな っ た4，613人 の母 親達 の 就

労状況 は、専業主婦60．OX、パ ートタ イ マ
ー27．3X、常勤

者12．7X で あっ た。母 親 の 就労 状 況 と クロ ス 集 計 した

結果で は 、 「3歳 くらい まで は母親が〜」 は専業主婦

が 81．3X、パ ー
トタイ マ

ーは71．9X、 常勤者 は 46．5X の 結

果で あ っ た 。 こ れ ら両方の 調査結果か ら 「3歳 く らい

まで は 母親 が 〜」 とい う意 識 は、母 親の 就労状況 に よ

っ て 差異 が 出 て お り、仕 事 で 働い た り外で 社会 的 な 活

動 して い る女性 は 「必ず しも母 親で な くて も〜」 と い

う考 え を支持する 比率が 高 くな っ て い た 。 子ど もの 年

齢 や学年が上昇 す る と 「3歳 くらい まで は 母親が 〜 」

を支持す る 比率が 減 少す る か とい うと、 必ずしもそ う
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とは 言 え な い。未就園児の 親は 、 「3歳 く らい まで は

母親が〜」は 80．7％ と確か に 高い が、年少児 の 母親は

60．7％、年中児は74，0％、年長児74．7％、 小学 1年生75．4％

小学 2年生75．1％ と小学 校 入学 時 に も っ とも高くな っ

て い た。こ れ と 同様 な数値の 変化 を 示す 内容 と して 、

「子 ど もの 帰 宅 時 間 に は、誰 か が 家に い る よ うに して

い る」 の 回 答が あげられ る 。 小学校入学後の 子育て 意

識の 変化 と親子の 活動 や生活時間の ズ レなどの 不安な

どが、理 由の
一

因として 考えられ る 。 （山跪、1998）

3 ．育児雑誌に お け る 「3歳児 神話」の と らえ方

　前述 の 調査 結果 で は 、 「3歳 児 神話 」 とい う言葉を

育児雑誌か ら得た と回答した人が 3割近くい た 。 そ こ

で、現 在、発 売 され て い る主 要 な育児雑誌 3誌の 創刊

号か ら1998年 3 月号ま で の 全号 の 目次 と一
部関 連内容

記事 を検証 し た 結果、お よ そ 30年 の 育児雑誌の 歴 史の

中で 、 「3歳 児 神 話 」を 直 接 的 な テー
マ と して い た記

事は 見当た らなか っ た 。 た だ し、 「3歳児神話」の 実

質的な 内容を どの よ うに 定義づ けるか に よ っ て は、毎

号の よ うに 、 その 関連 記事 が載 っ て い た と も言 え な く

は な い。こ こ で は 「3 歳児神話」 の 定義を 広 く と ら え

て 、育 児雑 誌 の 記 事 と関 連する項目を、

  「3歳児神話」が直接の テ
ー

マ に な っ て い るもの

  0〜3歳 まで の 働 きか けの 重 要さ　  母 子相互 作用

や 母 性論 （発達心理 学や 初期体験などの 記事 も含む）

  0〜3歳まで の 五感教育 ・早期教育 ・知力 、 体力づ

く りや お け い こ事 な ど　  大脳 生理 学 ・脳 の 発 達に 合

わせ た 働きかけな どの 5 つ に 分類すると、  を除い て

  か ら  に 関連 す る記 事 は繰 り返 し登 場 して い た 。

4 ．育児雑誌記 事の 変遷

　現在 、 少子化時代の 子育て をして い る20代〜30代の

母親達 の 信頼する育児情報源 は、　「実家 の 母、近所の

友人、園の 先生、育児雑誌、夫 」 な ど で、育児の 参考

に する 人と して は 、 さ まざ ま な人達 の 中か ら 「実家の

母」 を
一

番 に あげて お り、育児情報源 や育児モ デル と

して も実家 の 母親の 影響が 強い。（嵎，1991山跪，1995）

現 在の 母親達 が乳幼児期を 過ご した19了0年代初期、つ

ま り、実家 の 母 親 が 子 育 て を して い た時 代 は 、 育児 雑

誌で は 、上記分類の   か ら  の 記事が 隔月、もしくは

毎月掲載され て お り、早 期教 育 ブー
ム と い わ れ た 母親

向け の 乳幼児教育の 啓蒙書 が相次 い で 出版 され た。70

年代 は さ ま ざ まな 幼児向け の 習 い 事や 教室な ど幼児教

育産業が 普及 して きた 時期 で もあ り、乳幼 児 の しっ け

や教 育も特集記事 と して 育児雑誌 で は扱わ れ て い た 。

　80年代 に な る と、前抱 き子 守具や 紙お むつ の
一
般化

に 伴 い 「赤 ち ゃ ん 連 れ の 外 出 や旅 」 の 特集 や 付 録 が増

え て い き 、 親子で 「外出育 児 ネ ッ トワ
ー

ク 」 を形成 し

始め た。こ の 時期 の 育児雑誌の 特徴 と して は 「赤ち ゃ

ん の 能力を 育て る 」と い うよ うな 内容 が本 文 記 事 か ら

独立 した別冊 付録 とな り、こ れ らの 乳幼児教育の 情報、

が 、 何誌か あ る育児雑誌を差 別化 す るよ うな位置 づ け っ

に まで 重要視されて い た。

　 と こ ろが 、 90年代 に な っ て か らは 、 と くに、過 去 3

年間は、育児雑誌 3誌 と もに こ の 種の 付録 も特集 も著

しく減少 して きた 。 育児雑誌 の情報内容や果たす役割 。

も時代 とと もに 変化 して き た。さ らに 「3 歳児神話 」

の 視 点 で見 る な らば育児雑誌 よ りは、む しろ 「胎教」

か ら始まる 働 きか けとい うこ と で、妊娠雑誌の ほ うが

母体
・母 性啓 蒙記 事 を 積極 的 に扱 っ て い る傾向が 見 ら

れ た こ とや、育児雑誌よ りは幼児雑誌 の ほ うが教育記

事が 多 く掲載 して い る実情で ある こ とを付記 したい 。

　【ま とめ 】

　　 「3歳児神話 」が 母親に 育児情報 と して 、どの よ う

な媒体を経 て 受容 され て い る の か を 、 主 要 な育児 雑誌

の 記事の 時系列比較で 検証 した 。 そ の 結果 「3歳児神

話 」 と い う直接的な表現 は さ れ て い な い もの の 実質的

な意 味で の 3 歳児 まで の 働きか け が 、 子 ど もの 能力を

伸 ばす こ とに 大きな影響力が あ る とい うこ とや こ の 時

期 の 母子相互作用が 重要で あるこ とが70年代から80年

代 に は 繰 り返 し述 べ られ て い た こ とが 明 らか に な っ た．

　 また、近年で は、乳幼児の 能力を 育て る こ とを、専

門家や教材 に まか せ る 「育児の 外注化」が行われて い

る こ と、妊娠期や 0歳時代 か らの 親 子ス イ ミン グ な ど

が、本来の 早期教育の 範疇から、育児の
一

環として 抵

抗 な く母 親達 の 育児生 活に 同化 して い る こ と も特微的

な傾向で あ る。 しか し、 熱 心 な あ ま り子 ど もの 意 思を

無視するよ うな養育態度で 、 遊び時間を奪 う日 々 の 習

い 事や 練習 を 強要して い る事例 も少 な くな い 。 ど こ か

らが 強制 に な るの か は議論を 要 する が、早 期 教 育 の 強

制 は マ ル トリ
ー

トメ ン トとみなすとい う観点からの 検

討 も必要に思 え る。（高馳、1996） 従 っ て 、 今後も 「3
歳児神話」 に関する母親の 受け止め方を 、 育児情報や

乳幼児教育環境 の 視点か らの 考察を 深 め て い き た い
。

※本研究 は 、 平成 9年度厚生省心身障害研究 「少子化

　 に つ い て の 専門研 究」　（主任研 究者 ： 平山宗宏）の

　 研 究 費 の 補助 を受 けた。
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