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絵本に見 られ る　現代 の 親観

　 武　 田　 京　子

（岩 手 大 学　 教育学部 ）

1 ．は じめ に

　子 ど も が 与 え られ る 文 化財 の
一

っ で あ る絵本 に

は ， テ キ ス ト作者，イ ラ ス ト画家，編集者，読み手

な どの 複数 の 大人が深 くか か わ り、複数 の 意識が反

映 され る。第 51大会 （1998） か ら月刊絵本を資料 と

し て、社会状況 の 関 連 を 分析 し社 会 の 動 向 が 作 品 の

なか 反映され て い る こ とが分か っ た 。

　今回 は、単行本絵本 に も社会状況 の 変化が影響 を

与 え て い る か ど うか、を こ どもを取 り巻 く身近な環

境 で あ る両親 に 視点を置 き分析 を試み た D

2 ．研究の 方法

　戦後 の 意識改革 が ほ ぼ落ち着き を 見 せ た 1970年代

以降制作 された創作絵本 の うち、親をテ
ー

マ に した

作品を概観 し、子 ども、父親、母親 の 扱われ方を分

析す る。

3 ．結果及び考察

（1）社会状況 の 変化

  少 子化　1989年 の 1．57 シ ョ ッ ク 以降も合計特殊出

生率 は 低下 して い る。子 ど も数 の 減少 の 理由は 、「少

な く生ん で 大切 に育て る 」 「仕事と子育て を両立 させ

た い 」 「結婚や 子 育 て と い う責任 か ら逃れ た い 」 な ど

様 々 な もの が 考え られ る 。 子 ども数の 減少 は 、過保

護 ・
過干渉 に よる、無気力な受身 の 子 ども像を生み

出しやす い 。

  核家族 ・小家族化　両親 と子 ど もか ら な る家族 の

増加 は、家族構成員 の 減少 （小 家族化） を も た ら し

た 。 祖父 母 と の 日常的な接触 が 無 くな り、少人数問
の 単純 で 濃密 な人間関係 が生まれ る よ うに なっ た。

  情報化 の 進 展　現在 で は 、テ レ ビ の 無 い 生活 は考

え られ ない 。イ ン ター
ネ ッ ト等の 電 子 メ デ ィ ア の 普

及 に よ っ て 、情報 は 瞬時 に 行き渡 る よ うに な り、テ

レ ビ に 映 し 出 され る 世 界 が 「あ た りま え 」 の こ と と

し て 受 け取 ら れ る よ うに な っ て い る 。
ま た

。 音 声 と

画 像 が 同時 に 提供 され る こ とに よ っ て、各自の イメ

ージ を形成す る機会が減少 し、想像力 を養 う機会を

失 っ て い る。また 、人 との か か わ りを もた ず に 情 報

を得 る とも 可能に して い る。

  女性 の 杜会進出　高学歴社会 の 進展 に伴 い 女性が

職業を持 っ こ とは 当た り前 に な っ た。子 育 て と仕事

を両 立 させ よ うとす る女性が増加する とともに、子

育 て 及 び 家庭 運 営 に男性 の 参 加 が 求 め られ る よ うに

なっ た。

  産 業社会 の 成熟　有職母親 の 増加 は 経済的な豊か

さを もた ら した。現代 の 子 どもは 、豊 か さの な か に

生 ま れ 育 っ 。も の ご と の 全 て は経済的 な 視点 か らの

解決が 可 能 な よ うに 受け 取 られ る こ と が 多 く な っ

た
，

  父 親 ・母親観 の 変化　性別 役割分業観の 解体と女

性 の 社会進 出 に伴 う有職母親や単親家庭 の 増加 に よ

っ て 、家庭 内に お ける 両親 の 役割 が 大き く変化 し っ

つ ある 。 新 しい 親 の あ り方像が求め られて い る。

（2 ）親をt 題 と した 絵本作 品 の 概観

　 単行本絵本 の 出版状況を見 る と、親が作品 の 全面

に 出 て くる作品 が 目立 っ て くる の は ］975年以 降 で あ

る。

  1975年以前 （専業主婦 が 家庭 を守 る）

　 1960か ら 70 年代は 、 現在も子 ど もた ち の 心 を と

らえ て い る 作品 が多 く うま れ た。『ぐ り と ぐ ら』

（1963）、『こ ぐま ちゃ ん えほ ん シ リーズ』で は、 F

ど もだけで 成 立 する世界 で ス ト
ー

リ
ー

は展開 して い

る。『た ろ うの お で か け』（1963）にみ られ るよ う

に、親 が 登 場 す る こ と は あ っ て も主 人公 で は なく、

子 どもに は家庭があ り 、 ．母親が家事を 行 い 子 ど もを

見守る 姿 は 当た り前 の 事 と して 受け取 られ て い た。

  1975 年 か ら tg80 年代 （兼業主 婦 の 登 場 ： 性別役

割分業 の 揺 らぎ）

　核家族化 の 定着は、子育て に おける母親への 責任

集 中 と家庭内及 び社会か ら の 孤 立 化 をももた ら し、

育児 ノイ ロ
ーゼ の 遠因 となっ た。

　 『お りょ うりとうさん』（1976）、『せ ん た くか あち

ゃ ん 』 （1978） は、ともに さとうわ き こ の 作品 で あ

る。 前作品 で は、料理 を楽しむ男性を描き、後作品

で は 、主婦業 を女性 の 自己 実現 の
一

っ の 方 法 と して

と らえ て い る。二 作品 を 並 べ る と矛盾 し て い る よ う

に も受 け取れ る が、家庭内の 仕事は家族み ん な で や
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る こ と、や る な ら ば義務 で は な く楽 しん で 彳1
．
な お う

とす る作者の 意図が見え る。

　 『お とうさん に な っ たお か あ さん』（tg80）専業主

婦 の 母 親 と係長 の 父 親 が 役割を交 換す る 話 で あ る。

　男女雇用機会均等法 が 制定 され た、1985 年前後 は

それ まで の 性別役割 分業論 で は割 り切 れ ない 状 況が

展 開す る も の の 、実生活面 で は 受 け入れ られな い 状

況 ドに あ っ た 。
こ の こ と は こ れ ら の 絵本 が 子 ど も の

liか ら み た 話 で は なく、第 三 者 が 客観的 に描い て い

ると こ ろか らも分 か る。

  1990 年代以降 （親性 の 再検討）

　TV ゲ
ーム に 代表 され る 児童 文 化財の お と な と の

共有化 は絵本 の 分野 に も 当て は ま り、多方面か らの

作者 の 参 加 や 「癒 し」 とい う 大 人 を 対 象 と した 新 し

い ジ ャ ン ル の 拡大をみ た。

　経済、教育、家庭、国際 面 に お い て も先行 きの 見

え な い 不 安 感 が 充 満 して い る。子 育て 支援策 は 特 に

効果 が あ っ た と は い え な い 。個 の 尊重 が 進 む な か

で 、家族 の あ り方や個人 の 生き方 の 多様性 が容認 さ

れ 、マ ス メ デ ィ ア の 報道 に よ っ て さらに 強化 され る

傾向 に あ る 。 ア
・
ど も を 自分 の 分身 と と ら え る よ りは

む し ろ 別 の 独 立 し た 存在 と し て と ら え る 母 親も増加

して き て い る。また、個 の 尊重が 家族と い う唯位に

適応 され る と、父 性 ・母性 と い う概念 よ り も 次 の 世

代を育 て るとい う使命を持 っ た 、親性 へ 関心が もた

れ 、特性 や 個性 に よ る 共 同育児や 役割分担 が み られ

る よ うに な っ た。また 、21 世 紀 に 向 け て の 新 しい 家

族 の あ り方 が と わ れ 、政 府 の 策定す る 1男女共同参

画 型社会」 の 実現 の た め に は 、「育児 も仕 Ptも」 と孤

軍 奮 闘 して い た 女性達 か ら、お 手 伝 い で は な く、主

体的に家事 に 参加す る 男性 ・育児 をお こ な う父親 が

求 め られ て い る。家庭 の 理 想像 は 型 ど お りの も の で

は な くな り、父親 と子 ど もが 生 き 生 きと生活を楽 し

ん で い る 様 了
・
を描 い た作品 が つ くられ て い る。

　（3 ）作品 に み る現代 の 親像

  個人 の 生 き 方 を模索す る 母 親　 『こ れ が 、ぼ くの

か あちゃ ん。』 （1995） は、有職母親（在宅 ・画家〉 が

ギ人 公 で あ る 。 夫 は サ ラ リ
ー

マ ン。小学生 の 姉弟 の

核家族 で あ る。お し ゃ れを し て ．す ま して い る とか

っ こ い い 母親は、実 は そ そ っ か し く、片付 け は で き

ず、張 り切 り す ぎて ギ ッ ク リ腰 に な る。仕事 ば か り

で な く趣味 （ス イ ミン グ） をもっ て い る。父親の家

事への 参 加 の 様 子 は 描 か れ て い な い が 、∫
・
ど も 達 は

そ ん な母親を理解 し気遣い を 見せ る 。 『い っ て らっ し

ゃ
一い 。い っ て き ま

一
す』 （1983） の 仕事 と家 事で つ

か れ っ きっ た母親像 とは違 い 、仕事以外 の 個人 の 生

括 を楽 し む姿が 見 られる。

  家庭 の 内外 で が ん ばる父親　 『お と う さん は ウル

トラマ ン 』（1996） 父親（サ ラ リーマ ン ）、母親 （専業

主婦）、子 ども（男児） の 核家族．父 親 の 職業 は ウル

トラマ ン 。父親は 子 ど も時代に は憧れ の ヒ
ー

ロ
ー

で

あ っ た ウ ル トラ マ ン に 、自分 臼身が成 長 して な っ

た 、，ウ ル トラ マ ン は 外 で は 強 く どん な 敵 に も負 け な

い 力強 い ヒ
ー

ロ
ー

で あ る。しか し、家に 帰 れ ば家庭

の ヒ
ー

ロ
ー

にな らなければな らな い 。現代家庭 の ヒ

ー
ロ
ー

は 、家庭 と仕事の 両 立 が で き な け れ ばな らな

い u た と え 妻 が 専 業 卞 婦 で あ っ て も 子 育 て に積極的

に か か わ ら な け れ ばな らな い
。 仕事で ふ らふ らに な

っ て い て も、子 ど も と遊 び 、戦 い に は 負 けて あげな

け れ ば な ら な い 。か わ い が る こ とだけが 子育て と は

い え な い が 、今ま で は 母親任せ に して い た 子育 て に

積極的 に か か わ ろ うとす る 父 親像 が 見え る。読者 と

し て 子 ど も を 想 定 し て い る の で は なく、大 人 を意識

し て い る と二 うが感 じ取れ る。

  『パ パ い っ ぱい だ っ こ して ！』 （2001）　 父親 （職

業 は 不 明 ）、母 親 （専業主婦）、主 人 公 （姉 ）、弟 の 核

家族。主 人 公 は 父 親 に 対す る不満 （トイ レ が 艮 い ・

口 うる さく注意す
・

緒 に遊 ん で くれない など）を

も っ て い る。今 の パ パ は 嫌 い だ か ら も っ とや さ しい

父 親 に lfiて き て ほ しい と思 うよ う に な る。主 人 公

は、父 親 に や さ し さを求め て い る n 具体的 に は、「絵

本 を読ん で ほ しい ・お 馬 さん を して ほ しい ・たか
一

い た か 一
い を して い っ ぱ い 抱 っ こ を し て ほ し い 」 と

い う内容で あ る．なきなが ら眠 っ て し ま っ た主人公

を 父 親 は や さ し く抱 きか か え 、木 の 下 で 眠 らせ る 場

面 で終わ っ て い る 。 抱 く、絵本 を読 む な ど 以 前 は 母

親 の 仕事 と考え られ て い た が 、父 親 が し て も お か し

くな い し、子 どももそれを求め て い る、，現代の 子育

て に か か わ る 役割分担 は 性差 や 仕会 通 念 か ら派 生す

る の で は な い ，，欲求や行為 に か か わ る 人間関係 の な

か で 行 な わ れ る こ と を 表現 して い る 作品で あ る．

4．ま とめ

　 1975年 以 降 の 父 親母親 の 登場する創作絵本 に は、

仕 会 に お け る 家族観 が 反 映 され て い る。

＊ 個 人 の 生き方を模索す る母親

＊ 性別役割分業 の 崩壊

＊ 離婚
・
単親家庭 な ど の タ ブーの 消 失

＊ 父 親 の 家 事 ・育児 へ の 積極的参加

＊ 親 の 苦労 を容 認す る視点
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