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　　男性保育者 に 対す る意識
　　　　　 一女性保 脊者 ・保 護者 の 意識 か ら

一

　　　〇　菊地　恵子　　 　　　　 菊地　攻隆

（船堀中央保育園 ・淑徳大学）　　（聖徳大学院 ・淑徳文化専門学校）

1　 は じめ に

　近年 、女性の 社会進出や、最近 の 経済事情ある い は、

男女雇用機会均等法 の 施行などに よ り、女性 の 就業 も

増え、結婚して も仕事を続ける人が増加 して い る 。 都

市部で は待機児解消の ため保育施設の 増加 が 叫ばれ て

い る状況 で あ り、
一

方保 育所 は これ ま で の 役割 よ り拡

大 を し、新た な保育ニ
ーズ に応えるた め、地域社会に

醐か れ た もの と変化 しつ つ あ る。そ の 変化 の
一一

D と し

て 、 社会 の 性役割観の 揺 らぎと共 に 、男性保育者 の 認

識 も高ま っ て きて い る 。 しか し、男性保育者に関する

研究は数少なく、現在 の 保育界に求められ て い る課題

で あ る。

　以前、子 育 て （養育） は 「男は仕事、女性 は家庭」

の 性 に よる役割分業意識と 「3 歳まで は母 の 手で 」 と

い う母性神話な どか ら母親が子 ど もの 発達促進に適 し

て い る と言われて い た。 しか し近頃の 母性研究か ら、

子 ど もの Q 歳か ら 7歳 ま での 乳幼児期 における身体、

認 知や精神 の 発達 は、母 親 の 就労 の 有無や 就労形態に

左右され ない 事 が 明 らか に な っ て い る。確 実 に 現代 の

性役割 分業 の 境界線は 消滅 しつ つ あ る。

　現在、保育の 現場にお い て も 11 時間開所、延長、

夜間保育実施に伴 い 、今ま で の 女性 の みの 環境で は な

く、両 性存在す る、家庭的な保育所 が求 め られて い る

風 潮 に あ る。男性 保 育者 の 人数 は平 成 10年 に 1870人

を超え着実に増加 して い る。しか し、保育士 全体か ら

み れ ば 0．8％で あ る 。

　昨年度の 第 53 回 日本保育学会の 堀 ・
加藤の 発表 に

よれぱ、72 力園 の 保育所の 施設長に行 っ た調査 に お い

て、男 性保育者 が保育所 に必 要の 設 問 に対 し、40％ が

必要で あり、15％ が不必要で ある と回答 して い る。未

だ保育所 の 施設長 の 意識は、伝統的性役割観 に とらわ

れ る部分も うか が え る。

　で は、現場で実際 に保育する、女性保育者、保育所

を利用する保護者の 男性保育者に対する意識は、どの

よ うに な っ て い る の で あ ろ うか 。

　本研究は、保育所 で 勤務する女性保育者、保育所 を

利用する保護者 の 、男性保育者 に対する意識を明 らか

に す る。

2　 研 究方法

（1 ）　 対象

　東京、千葉、京都、佐賀、香川、福岡、大分、福井

の 保育所 28 力園の 女性保育觀 92 名）、保護者（314 名）

合計 606名 を対象に 行 っ た 。

（2）　 調査 内容

　質 問 紙調査 に て行 っ た。質問 項 目 は、保 育者 に 対 し

て は、「男性保育者 と仕事 を した い か 」、保護者 に対 し

て は 「男性保育者 が保育園にい た方がよい 1につ い て、

そ う思う、どちらと もい えない 、そ う思わない、の 3

件法で行 い 、また男性保育者に対す る意見を自由記述

に て 調 査 した。

（3 ）　調 査 時期

　2000年 10月〜11月 上旬ま で 。

保育所 に 郵送 ま た は持参で 依頼 した 。

（4 ）　調 査 方法

　保育者 e保護者の 調査 は郵送、持参によ り 341枚配

布し、292名か ら回答を得た 。 回収率 85％で あっ た 。

保護者は 371枚配布 し、314名か ら回答を得た。回収

率 84％で あ っ た。

3　 結果

　  保育者 の 「男性保育者 と仕事を したい か 」 の 結果

を図 1 に 示 す 。

　男性保育者と仕事を した い と回答 し た 女性保育者

は 53％で あ り、半数 を超 える 結果 と なっ た 。 男性 保 育

者 と仕事を した くない と回答 した女性保育者は 9°
／o と

1割 に満たな い 結果であ っ た。

  保護者の 「男性保育者が保育園 にい た方 が よい 」 の

結果 を 図 2 に 示す。

　男性保育者が保育園にい た方がよい と回答 し た 保護

者は 89％で あ り、約 9割の 保護者が必 要 で あ る と回 答

して い る。ま た男性保育者 が保育園 に必 要 な い と、回

答 した 保護者 は 3％ で あ っ た。
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図 1 男性保育者と仕事をしたい か
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4　 考察

　この 結果か らも男性保育者に対す る意識は 、 非常 に

好意的で あり、男性保育者に 対 し、男性保育者が保育

所 に い るの は、自然であり、当然とい う認識が 膏ちっ

つ ある。

　保育者 の 意見 は、自由 記 述 を あ げ る と、「女性保育

者 が 母親役 とすると、男性保育者は父 親役 と して 、ク

ラス 又 園全体がより家庭的になると思 い ます」 など、

役割意識 が感 じ られ る が 、役割を期待 して の 受 け入れ

で は 、問題点 も出て くる。なぜな ら、余 りに 父親役を求

め すぎ、そ れ に程遠か っ たり、求め る男性像が理想的で

ある駘 の ギ ャ ッ プ は大きい 。 ゆ えに 男性保育者との

こ だわ りで はなく、自然体 で 保育者 の
一

員 として の 位

置付 け が 望 ま れ る 。 そ の 中で 、そ れ ぞ れ の 個性 と して

の 役害1」が 重要 とな る 。
「男 性 だ か ら」の 、こ だ わ りで は

な く、共 に保育を担 っ て い く職員として の 受け入れが

定着して い く こ と を願 う。 男燭呆育者 と仕事が した い

か よ りも、男性保育者が 保育所 に い るこ と に違和感が

ない か、そ の 役割 は性 に 関係な く保育士 と して の 仕事

分 担 を担っ て くれ るか と い う、当然の 力量 が 問題 とな

るが、保育現揚で の 受け入れ は 必要で ある との 意見が

圧倒的 で あ る 。

　男性保 育者が 保育園 に い た方が よ い と思 う保護者

は 90 パ
ー

セ ン トに も及 んで い る。保護者 は、乳幼児

保育の 場 に家庭 に 近 い 形 態や 機能 を求 め る傾向がある。

自由記述か らも 「母親も父親も必要なように男性 の 保

育者 も必要 に思 う」、「父親 とす ごす時間が少ない の で、

保育園 に 男性保育者が い る こ とで よい 時間 に な りそ

う」 など、保育の 現場をより家庭に近 い 場所 と捉える

考 え方が伺え、家庭 の 両性的な 捉え方 が、男性保育者

の 必要性の 基 とな っ て い るように思われる。保育所で

の 生活 は 子 どもの 思い を充分に発揮させ 、受け入れ て

くれ る揚所で あっ て ほ しい と期待 し、そ れ は家庭で の

母親 の 受け入れ方 で は補 えない 父 親的な受け入れ方を

望む 意見 が多 か っ た。父 親 と の 関 わ りは、日常 に お い

て は休日の み とい う家庭が多い こ と もあり、父親的な

人 が 日常の 遊 び や生活面で 関 わ っ て い て 欲 しい との 願

い を、さらに これ か らの 保育所に求めて くる こ とは 必

至 で あ ろ う。

　 こ れ ま で の 女性保 育者の み が 保育を担 っ て い る時

代 か ら、 確実 に 男性保育者 も保育の 担い 手の 中に、必

然的 に求 め られ て い る結果が本調査 を通 して 明確 に な

っ た 。

　今後保育
一ltの 仕事 が社会 か らみ て、男性にも門戸が

ひ ろげられ て い る職業で ある こ とをもっ と広 く認識 し

て い っ て ほ しい
。 ま た保育現場の 施設長等 、 採用権 の

あ る人聞が 、 保育にお け る男性保育者の 必要性の 認識

をもち、男女平等の 職業であるこ との 理解を深め て い

くた め に は、今後も
一

層 の 男性保育者の 存在感や役割

の 意義 の 啓蒙は必要 とな っ て くるで あろう。

　本研究は 、男性保 育者に 対 す る 意識の 研 究 の 初歩 に

すぎな い。今後、深 く掘 り下げた研究が 引き続 き必要

である。
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