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は じ め に

日本 の 少 子 高 齢 化 の 現 象 は 、1990年 の 「1.57シ ョ ッ ク 」 と呼 ば れ る 合 計 特

殊 出 生 率 の 急 激 な 低 下 以 降 も 、 留 ま る こ と な く2008年 に は 、 合 計 特 殊 出 生 率

1.37と 低 下 を続 け て い る 。

少 子 高 齢 化 の 背 景 と して は 、 日本 の 社 会 に お け る子 ど も と家 族 を め ぐ る 状 況

の 深 刻 化 が あ る。 現 在 で は 、 子 育 て を 担 う家 族 の 状 況 は 変 容 し、 問 題 が 次 の 問

題 を 生 み 出 して い る よ うな 状 況 に あ る。

母 親 の就 労 の 意 欲 の 高 ま り と増 加 、 母 親 の 子 育 て 負 担 感 の 増 大 か ら 家 庭 で の

子 育 て に か け る 時 間 や 意 識 に も 変 化 が 起 こ っ て き て い る 。 こ の よ うな 、 家 庭 の

教 育 力 の 低 下 は 、 子 ど も の 育 ち に も 大 き な 影 響 を 与 え て い る 。

こ う した 状 況 下 で は 、子 育 て 支 援 の 重 要 性 が 高 ま り、1990年 以 降 様 々 な 施 策

が 作 られ て き た 。1990年 政 府 は 、子 ど も を産 み 育 て や す い 環 境 づ く りに 向 け て

話 し合 い を 初 め 、1994年12月 「今 後 の 子 育 て 支 援 の た め の 施 策 の 基 本 的 方 向

に つ い て 」(エ ン ゼ ル プ ラ ン)を ま とめ た。子 育 て を 夫 婦 や 家 族 だ け の 問 題 と し

て 捉 え る の で は な く、 国 や 自治 体 を は じ め 、 企 業 や 地 域 社 会 も含 め た 「社 会 全

体 で 子 育 て を 支 援 して 行 く こ と」 を初 め て 提 起 した 。そ して 「子 育 て の 社 会 化 」

「子 育 て の 公 共 性 」を 政 府 が 認 め 、「子 育 て 支 援 」とい う用 語 も 施 策 に 初 出 した 。

1995年 エ ン ゼ ル プ ラ ン に 基 づ き 「緊 急 保 育 対 策5ヵ 年 事 業 」が 策 定 さ れ 、育 児

と仕 事 の 両 立 に 重 点 を置 き 、保 育 所 の 増 設 、乳 児 保 育 や 延 長 保 育 の 計 画 、「地 域

子 ど も支 援 セ ン タ ー 」 の 整 備 が 予 算 化 され た 。1999年12月 に は 「少 子 化 対 策

推 進 基 本 方 針 」に 基 づ き 、「重 点 的 に推 進 す べ き 少 子 化 対 策 の 具 体 的 実 施 計 画 に

つ い て 」(新 エ ン ゼ ル プ ラ ン)を 策 定 した 。2001年 文 部 科 学 省 も 、 幼 児 教 育 振

興 プ ロ グ ラ ム 」 に よ り幼 稚 園 が 地 域 の 幼 児 教 育 セ ン タ ー と して の 役 割 を 持つよ

うに 提 言 し、2002年9月 「少 子 化 対 策 プ ラ ス ワ ン 」 を 政 府 が 発 表 し、 「す べ て

の 家 庭 へ の 支 援 」 を 盛 り込 み 「地 域 に お け る 子 育 て 支 援 」 を 提 言 した 。2004

年6月 に 少 子 化 社 会 対 策 大 綱(案)が 検 討 され 、 同 年12月 に は 、 「子 ど も ・

子 育 て 応 援 プ ラ ン」(新 新 エ ン ゼ ル プ ラ ン)と し て 具 体 案 が 出 され る な ど、 新

しい 施 策 も動 き 始 め た。(内 閣府 「少 子 化 対 策 」)

こ の よ うに 子 育 て 支 援 は 、 政 府 の施 策 や 事 業 に よ っ て 進 め られ て き た が 、 子

育 て 支 援 の 機 能 と し て 必 要 な も の は 何 な の だ ろ うか 。 畑 山(2009)は 、 ① 親 が

行 う子 育 て を 支 援 す る② 親 の 育 ち を 支 援 す る③ 子 ど もの 育 ち を 支 援 す る の3点

を 取 り上 げ 、 ② 親 の 育 ち を 支 援 す る は 、 親 の 子 育 て の 力 を 高 め る た め の 支 援 で

あ り、 主 に 親 の 心 の 支 援 を意 図 した 活 動 と して 行 わ れ て い く べ き で あ る と して

い る。 しか し、 学 校 教 育 を は な れ た 「親 教 育 」 の 実 施 は な か な か 難 し く効 果 を

あ げ る た め の 工 夫 と努 力 は ひ とつ の 課 題 で あ る と述 べ て い る。

子 育 て 支 援 の た め の 親 教 育 を 考 え る 時 、 地 域 社 会 との 関 わ りの 希 薄 さが 大 き

な 壁 とな り、 必 要 な 時 に 必 要 な 支 援 が 届 か な い 現 状 が あ る。

小 学 生 の 母 親 を対 象 に 実 施 した 第 一 生 命 経 済 研 究 所(2008)の ア ン ケ ー ト調

査 に よ る と 、 自 分 の 子 ど も 時 代 と比 較 して 、 地 域 社 会 の 教 育 力(子 ど も に 対 す

る教 育 的 働 き か け)が 「低 下 して い る」 と回 答 した 母 親 は 、70%を 越 え た 。 ま



た 、 そ の 理 由 と して 、 「個 人 主 義(他 人 の 関 与 を 歓 迎 しな い とい う意 味)の 浸

透 」 を63.9%が あ げ て い る。 この よ うに 、 地 域 社 会 か らの 支 援 を個 人 主 義 を 優

先 す るが ゆ え に 、 受 け入 れ に く い 現 状 が 浮 き彫 り と な っ た 。

「す べ て の 家 庭 へ の 支 援 」 「地 域 に お け る 子 育 て 支 援 」 を 提 言 し た 「少 子 化

対 策 プ ラ ス ワ ン 」 の 提 言 は 、 現 状 と は か け離 れ た も の と な っ て い る 。 ① 親 が 行

う子 育 て を支 援 す る 、 ② 親 の 育 ち を 支 援 す る 、 ③ 子 ど も の 育 ち を 支 援 す る の3

つ の機 能 を実 現 す る た め に は どの よ うな 工 夫 が 必 要 な の だ ろ うか
。

個 人 主 義 の 浸 透 に よ り、 子 育 て を個 人 の 営 み で あ る と考 え る時 、 人 間 と して

本 来 も っ て い る 内 省 力 に 子 育 て の 機 能 を 補 う力 が 存 在 す る と考 え られ る 。 そ こ

で 、子 育 て を親 自身 が 内 省 す る こ と を促 す こ と と 、 親 の 子 育 て の サ ポ ー トと 関

連 に着 目 した 。

親 自身 が 子 育 て を す る 中 で 、 見 た こ とや 聞 い た こ と 、 経 験 した こ とや 考 え た

こ と か ら 自分 の 子 育 て を 考 え 直 した り、 子 ど も と の 関係 や 子 育 て に 関 す る他 者



か らの 情 報 を う ま く受 け 止 め る こ とが 出 来 る の で は な い か と 考 え 親 自身 に よ る

子 育 て の語 りに 注 目 した 。

本 研 究 で は 、 子 ど も との 関 係 、 子 ど も との 会 話 や 子 ど も へ の 語 りの 場 面 が 、

母 親 の 内 省 に ど の よ うに 作 用 し、 変 化 して 行 く の か を 小 学 校 の 教 育 課 程 の 中 で

お こ な わ れ て い る 生 活 科 の 教 材 を とお して 調 べ て い き た い と 考 え る。

第Ⅰ 章 序 論

第1節 子 育 て 支 援 と 親 の 内 省

1、 子 育 て 支 援 の 援 助 の 在 り方 と親 の 内 省

少 子 化 高 齢 化 の 社 会 情 勢 の 中 で 、 個 別 化 、 個 人 化 す る社 会 で 子 育 て を 孤 独 な

活 動 と しな い よ うに 施 策 が 行 わ れ て き た 。 しか し、 子 育 て に 対 す る 援 助 は 親 の

ニ ー ズ に応 え る 一 方 向 の 支 援 が 多 く、 親 が 親 と して 自 らの力 を 引 き 出 しつ つ 親

が 育 っ て い く視 点 は 置 き 去 りに され て き た 。 大 日向 ・荘 厳(2005)は 、 親 が 子

育 て の 知 識 と態 度 を 学 び 、 子 ど も と と も に あ る暮 ら し に喜 び が 見 い だ せ る よ う

な支 援 が 求 め られ て い る と し、日常 的 な 、親 の 子 育 て 支 援 が これ か ら の 視 点 と

して 重 要 で あ る と した 。

そ の た め に は 、 特 別 な 場 所 に 出 か け て 学 ぶ の で は な く 、 特 別 に 希 望 し て 講 座

で 学 ぶ の で も な い 、 親 が 本 来 持 っ て い る 内省 の 力 を 利 用 し て 日常 的 に 親 と して

の力 を 高 め て い く こ とが 自然 な 子 育 て 支 援 につ な が る の で は な い か と考 え る。

本 研 究 は 、 母 親 ・家 族 の 子 ど もへ の 子 育 て の 語 りを 通 し て 母 親 の 内 省 が どの

よ うに 変 化 す る の か 、 ま た 、 そ の 時 の 母 親 と子 ど も との 関 係 の 上 に あ る母 親 の

子 育 て の 語 りに よ る変 化 を調 べ 、 親 が 前 向 き に 子 育 て に 向 き合 う こ と が で き る

よ うな 支 援 を 考 え る糸 口 に した い と考 え て い る。

2、 子 育 て に お け る省 察 に つ い て

内 省 を調 べ て み る と、 心 理 学 辞 典(中 島 ・安藤 他,1999)で は 、 内 観 と同 義

と記 され て い る。 そ して 、 内観 と は 「自分 自 身 の 意 識 ・経 験 の 過 程 を 心 理 学 の

直 接 の デ ー タ と 見 な し、そ れ を観 察 す る こ と。内 省 と も 言 う。」と記 さ れ て い る。

ま た 内 省 につ い て は 、 古 くか ら 内観 法 の 心 理 療 法 の 観 点 か らそ の 有 効 性 は 実

証 され て き た 。 し か しそ の 認 知 的 な研 究 少 な く 、 今 後 進 め て い くべ き課 題 で も

あ る 。

Schon,D.A(1983/2001)は 、職 業 的 専 門 家 の 「行 為 の 中 の 知 」、 「行 為 の 中 の省

察 」 「実 践 の 中 の省 察 」 な ど の 言 葉 を 用 い て 省 察 に つ い て 述 べ て い る 。

「行 為 の 中 の 知 」に つ い て は 、「私 た ち は行 為 の 前 に 考 え る こ と も あ る け れ ど も 、

熟 練 した 実 践 を 無 意 識 の うち に 行 うほ とん ど の 場 合 、 先 行 す る 知 的 操 作 か ら生

まれ な い あ る種 の 知 の 存 在 を示 す こ と も あ る。」 ま た 、 「行 為 の 中 の 省 察 」 に つ

い て は 、「行 為 の 中 の 省 察 の 大 半 が 、驚 き の 経 験 とつ な が っ て い る。直 観 的 で 無

意 識 的 な 行 為 は 、 予 想 し た 結 果 以 上 の も の を 生 み 出 して い な い 時 に は 、 と く に

そ れ につ い て 考 え よ う と は して い な い 。 しか し 、 直 観 的 な 行 為 が 驚 き や 喜 び 、

希 望 や 思 い が け な い こ とへ と導 く と き 、 私 た ち は 行 為 の 中 で 省 察 す る こ とに よ



っ て そ れ に 応 え る。」 と して い る。

こ の よ うな 省 察 過 程 に つ い て は 、 観 察 ・報 告 を 中 心 と して 行 わ れ て き た 。 こ

う した 実 践 す る 中 で 観 察 し、 内 省 す る 過 程 の 研 究 と して 、 宮 内(1998)は 、保

育 者 の 視 点 か ら、 保 育 者 の 意 識 の 変 化 を省 察 過 程 と して研 究 して い る。 そ の 中

で 、 保 育 者 が 瞬 時 に 感 じた も の 、 保 育 後 に一 日 を 振 り返 っ た 中 で 感 じた も の 、

一 連 の 流 れ の 捉 え な お しの 過 程 で 感 じ取 っ た も の とで は 、 保 育 者 自 身 の 意 識 の

中 で 変 化 が 見 られ た と した 。 省 察 過 程 で 、 子 ど も の 行 為 の 意 味 を と ら え る こ と

は 、 自分 自身 の 保 育 を 見 つ め る こ と＝ 実 践 を 問 い 直 す こ とで あ り、 自分 自身 の

保 育 の 在 り方 に 関 連 性 を も た せ 新 た な 課 題 を 見つ け る こ とが で き る と した 。

ま た 、 親 の 子 育 て に 関 す る 認 知 過 程 を ま と め 、 議 論 が 行 わ れ て き た 。

Reflectionは 、 日本 語 訳 で 省 察 あ る い は 内省 と訳 され て い る。 吉 村 ・吉 岡 ・尾

形 ・田 代(1996)は 、Reflectionにつ い て 保 育 者 が 過 去 の 実 践 場 面 を想 起 し実

践 を様 々 な 形 お よ び 角 度 で 検 討 す る こ と を お こ な い 、 そ う した 保 育 者 の 思 考 ・

行 為 お よ び 内 容 の す べ て を包 含 した も の をReflectionで あ る と して い る 。 朴 ・

杉 村(2006)は 、 これ ま で 保 育 や 親 に 関 す る 先 行 研 究 で 省 察 と言 う用 語 が す で

に 使 わ れ て い る こ とや 今 後 、 自己 改 善 とい う親 の 育 ち支 援 の 現 場 で の 分 か りや

す さ を念 頭 に 入 れ 、 従 来 の メ タ認 知 や メ タ認 知 的 モ ニ タ リン グ 、 内 省 的 注 意 力

な ど と呼 ば れ て き た も の を省 察 と い う概 念 で 統 一 して 記 述 す る こ と と した 。 そ

して 、 省 察 の 概 念 を 定 義 す る こ と に よ っ て 、 育 児 支 援 の 現 場 が 求 め て い る 親 の

内 面 か らの 成 長 に役 立 て る よ う、 省 察 過 程 を 具 体 的 に 示 す こ と が 可 能 に な る で

あ ろ う と して い る。

ま た 、 朴 ・杉 村(2006)は 、省 察 の3層 モ デ ル を 提 案 し子 育 て の 認 知 過 程 に

お け る用 語 や 概 念 を整 理 した 。 第 一 は 、 省 察 の 認 知 の レベ ル と省 察 が 及 ぶ 時 間

の 範 囲 に つ い て で あ る 。 吉 村 ・吉 岡 ・尾 形 ・田 代(1996)の 研 究 で は 、 時 間 の

経 過 と共 に 思 考 が よ り抽 象 化 ・一 般 化 され て い く と され て い る。 し か し、 子 育

て に お け る省 察 研 究 で は こ の よ うな 点 が 十 分 考 慮 され て い な い。 そ こ で 、 朴 ・

杉 村(2006)で は 、子 ど も と 向 き合 っ て い る場 面 で の 気 づ き と呼 べ る よ うな 省

察 を1次 的 省 察 、 比 較 的 短 期 間(当 日や 翌 日な ど)に か け て 分 析 ・評 価 す る 省

察 を2次 的 省 察 、 よ り長 い 間 蓄 積 され 価 値 観 が 変 わ る よ うな 深 い省 察 を3次 的

省 察 と呼 び 、 省 察 の レベ ル を 区別 し よ う と し た。 朴 ・杉 村(2009)の 研 究 の 結

果 と して 、 低 次 の省 察 は 高 次 の 省 察 に影 響 を及 ぼ し、 全 体 的 に 子 ど も に 関 す る

省 察 か ら親 自身 に 関 す る 省 察 、 他 人 を と お した 省 察 へ 影 響 が 見 られ る とい う結

果 を 得 た 。 ま た 、 一 般 的 に省 察 を行 う親 は 肯 定 的 な 母 性 意 識 を 持 ち 、 親 子 関 係

が 良 好 で 、 望 ま しい 養 育 態 度 を とる と予 想 さ れ る が 、 実 際 に 、 親 の 省 察 の 各 要

素 と の 間 に ど の よ うな 関 係 が あ る か に つ い て も検 討 して い る。こ の研 究 の 中 で 、

省 察 を よ く行 っ て い る親 は 、 自 己 が 持 っ て い る 問 題 と理 想 的 な親 と して の 自 己

との 矛 盾 に 気 が つ きや す く、 そ の こ とに 悩 み や す い ネ ガ テ ィ ブ な 側 面 と、 現 実

的 な 状 況 と照 合 しな が ら前 向 き に対 処 して い く ポ ジ テ ィ ブ な 側 面 の 両 方 を 持 っ

て い る 点 が 考 え られ る と して い る。 ま た 、 他 者 を 通 した 省 察 で は 、 子 育 て に 関

す る情 報 を 得 た り、 子 育 て に お け る 問題 を 他 者 を通 して 解 決 を模 索 す る ポ ジ テ



ィブ な 面 と、 自分 の 子 ど も 以 上 に他 者 の 子 ど も の 発 育 や 他 者 の 子 育 て に 注 目す

る こ とで 子 育 て が 負 担 に 感 じ られ た り 自分 は 母 親 と して は 不 適 格 な の で は な い

か と 思 うネ ガ テ ィ ブ な 面 も含 ま れ て い る こ と を 示 す 結 果 を 得 た 。 ま た 、 理 想 的

な 子 育 て に お い て は 、 育 児 書 や 雑 誌 か ら情 報 を 得 た り、 直 接 他 の 親 子 の 行 為 を

目に して 、会 話 を 聞 く こ とに よ っ て 、自分 の 育 児 に 生 か す こ と が あ る。そ して 、

子 ど も を 育 て て い る 親 同 士 の 交 流 を 通 して 、 子 育 て に 関 す る 有 用 な 情 報 を 交 換

した り、 子 育 て お け る様 々 な 問 題 を模 索 す る こ と も あ る と述 べ て い る。 こ の よ

うな 外 的 な 情 報 や 、 他 者 との 交 流 な ど他 者 を とお した 省 察 は 、 子 ど も と の 相 互

作 用 だ け に 注 意 を払 い 孤 立 して し ま い が ち な 現 代 の 親 に お い て 特 に重 要 で あ り、

親 の 省 察 に 欠 か せ な い 要 素 で あ る と した 。

鹿 子 木 ・森 口(2009)に よって、 就 学 以 降 の 自 己 意 識 の 発 達 に つ い て 、 子 ど

も が 自身 の 心 的 な 活 動 に 気 づ く こ と が で き る能 力(内 省 能 力)の 発 達 を 検 証 し

た 探 索 的 研 究 が な され た 。 就 学 後 の 子 ど も は 、 自 分 に 対 す る他 者 の 考 え(二 次

的 信 念)を 理 解 す る こ と に よ っ て 、 自身 の 心 的 状 態 に 対 す る洞 察 が 促 され る。

こ う して 、 内 省 能 力 と二 次 的 信 念 は 発 達 的 に 関 連 す る と した 。 この 発 達 的 な 内

省 の 検 証 は 、 子 育 て の 省 察 を 考 え る 上 で 人 の 内 省 を 認 知 す る過 程 で 大 切 な 知 見

で あ る と考 え る。

第2節 親 子 関 係 の 現 状 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 在 り方

1、 「子 育 て の 語 り」 と親 子 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 在 り方

「子 育 て の 語 り」は 、小 学 校2年 生 の 生 活 科 の 単 元 、「み ん な 大 す き 」で 行 わ

れ る授 業 に 付 随 して 行 わ れ る 学 習 活 動 で あ る。

学 習 指 導 要 領 解 説 生 活 編(2008)に よ る と 、 文 部 科 学 省 で は 、 平 成20年1

月 の 中央 教 育 審 議 会 に お い て の 答 申 を 踏 ま え 生 活 科 で は 、 ① 教 育 基 本 法 等 で 明

確 とな っ た 教 育 の理 念 を踏 ま え 「生 き る力 」 を 育 成 す る こ と,② 知 識 ・技 能 の

習 得 と思 考 力 ・判 断 力 」・表 現 力 等 の バ ラ ン ス を 重 視 す る こ と,③ 道 徳 教 育 や 体

育 な ど の 充 実 に よ り,豊 か な 心 と健 や か な 体 を 育 成 す る こ と,を 基 本 的 な ね ら

い と して い る。生 活 科 の 教 科 目標 を 、「具 体 的 な 活 動 や 体 験 を とお して 、 自分 と

身 近 な人 々,自 分 自 身 や 自 分 の 生 活 につ い て 考 え させ る と と も に,そ の 過 程 に

お い て も生 活 上 必 要 な 習 慣 や 技 能 を 身 につ け させ,自 立 の 基 礎 を養 う。」と した 。

そ う した 目標 の 上 に 、 生 活 科 教 師 用 指 導 書(2005)で は 、小 学 校2年 生 の 生 活

科 の 単 元 、 「み ん な 大 す き 」 の 単 元 の 目標 は 、 「自分 の 成 長 に は 家 族 を は じ め 多

く の 人 が か か わ り、 い ろ い ろ な 人 に 世 話 に な っ て き た こ と に 気 づ く と 同 時 に 、

成 長 に よ っ て い ろ い ろ な こ と が 来 る よ うに な っ た 自分 に 自信 を 持 ち 、 これ か ら

の 生 活 に 意 欲 を 持つ こ と が 出 来 る。」 と記 され 、単 元 構 成 は 「大 き くな っ た わ た

した ち 」「今 の わ た し これ か ら の わ た し」の二 つ の 小 単 元 か ら構 成 され て い る。

「子 育 て の 語 り」は 、「大 き くな っ た わ た した ち 」 の 中 で 「自分 が 出 来 る よ うに

な っ た こ との 気 づ き 」 をベース に 「自分 の 成 長 に気 づ か せ 、 自 分 の 成 長 に つ い

て 調 べ る意 欲 を持 た せ」、 こ の 意 欲 を 、 「具 体 的 に は 、 自分 が 他 者 か ら ど の よ う

に 思 わ れ て い る の か 、 さ ら に 、 小 さ い 頃 は ど うだ っ た の か 調 べ る 活 動 を 行 う」



に結 び つ け て い く学 習 活 動 に つ な が っ て い る 。

本 研 究 に お い て は 、 こ の 「小 さい 頃 ど うだ っ た の か を 調 べ る活 動 」 に 焦 点 を

当 て 、担 任 か ら 出 され た 家 庭 学 習 課 題 の な か で 、母 親 や 家 族 に 「子 育 て の 語 り」

を行 っ て も ら う こ とに し た 。

今 回 の子 育 て の 情 報 の 伝 達 が 話 し手 と聞 き 手 の相 互 作 用 に よ っ て 成 り立 つ こ

とを 考 慮 す れ ば 、 こ こ で は 聞 き手 の 要 因 を抜 き に して 考 え る こ と は で き な い 。

本 研 究 で は 、 聞 き 手 は 小 学 生2年 生 の 子 ど も で あ り、 話 し手 は 母 親 お よ び 家 族

で あ る 。 話 し手 で あ る母 親 お よ び 家 族 の 語 りの 内 容 が 聞 き 手 で あ る 子 ど も に ど

の よ うに 伝 わ っ て い る の か 、 そ の 表 情 や 言 動 に 注 目 しな が ら反 応 を 見 な が ら話

して い く場 面 が 存 在 す る 。 そ こ で 、 親 子 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に つ い て の 研 究

につ い て 列 記 す る 。

親 子 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 関 す る研 究 と して 、 眞 榮 城 ・菅 原 ・酒 井 ・川 島

(2008)で は 、母 親 が 子 ど も に相 談 し、 子 ど も か ら援 助 して も ら う場 面 に お い

て 、 女 子 か ら母 親 へ の 肯 定 的 な 援 助 と児 童 期 に お け る 女 子 の 自 己 価 値 観 と の 間

に 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め られ た と し、 母 親 が 子 ど も に 悩 み 事 を 相 談 す る場 面 で

は 、 子 ど も が 援 助 者 ・母 親 が 被 援 助 者 とな る こ と を 示 唆 して い る 。

ま た 、 親 子 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 子 ど も の 感 情 の 発 達 に つ い て 大 河 原

(2004)に よ っ て 、青 年 期 に な っ て か ら 「きれ る 」 子 ど も達 を 予 防 して い く た

め に は 、 小 学 校 時 代 の 親 子 の コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン の 在 り方 が 育 ち と大 き く 関係

して い る こ と が 示 され た 。

親 子 の 関 係 性 の 構 築 に 関 す る プ ロセ ス つ い て 、 佐 藤(2004)は 、 会 話 の 楽 し

さ に つ な が る話 題 選 び や 、 絆 の 構 築 を 促 進 す る よ うな 親 の 態 度 、 そ して 、 親 子

の 温 か い 接 触 を 確 保 す る た め の 緩 や か な 家 族 ル ー ル 等 へ の 提 案 が ぜ ひ と も必 要

に な っ て く る と した 。

ま た 吉 武(1995)は 、親 との 会 話 を 通 した コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 程 度 と、 共

感 性 の 高 さ と の 関 連 に つ い て 、 本 の 読 み 聞 か せ や会 話 の 影 響 とい う も の が 、 年

数 が た つ に つ れ そ の 影 響 が徐々 に 出 て く る と した 。 ま た 、 共 感 性 の 高 い 親 が 実

際 の 日常 生 活 の 中 で も 、 共 感 性 を 強 化 す る相 互 作 用 を 行 っ て い る と した 。

ま た 、 ナ ラティヴ の 臨 床 場 面 で 、 森 ・福 島(2007)は 、 自 己 物 語 論 の 観 点 か

ら、 自 己 と は 自 己物 語 を と お して 社 会 的 に 構 成 され る も の で あ り、 他 者 と の 関

係 性 の 中 で 自 己 内 省 が 生 じ、 機 能 不 全 に 陥 っ た 物 語 を 再 構 成 し、 よ り適 応 的 な

もの へ と再 著 述 す る場 で あ る と言 い か え る こ とが で き る と した 。 そ して 、 自 己

内省 と は 、 「内 在 化 した 他 者 」 の 声 や 、 「も う一 人 の 自 己 」 の 声 を 含 む 異 な る 声

を 受 け 入 れ る こ と で あ り、 多 様 な も の の 見 方 が 可 能 に な り、 新 た な 選 択 肢 が 見

出 せ る よ うに な る こ とで あ る と した 。 自 己 は 、 他 者 との 対 話 を とお して 明確 化

され 、 適 応 は 、 客 観 的 な 評 価 に 基 づ く と い う よ りは 、 む しろ 主 観 的 な 評 価 と し

て の 個 人 の 意 味 づ け や 解 釈 に 依 拠 して い る と した 。

こ う した 、 研 究 に よ り、 今 回 の 子 育 て の 語 りで は 、 子 ど も が 聞 き 手 と な る力

を持 つ こ と 、 ま た 、 親 子 の コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン の 在 り方 は 、 今 後 の 子 ど も の 成

長 と大 き く 関 わ っ て い る こ とが 示 唆 さ れ 、 語 りは 内 省 に 結 び 付 く こ とが 説 明 さ



れ た 。

2、 学 童 期 の 親 の 子 育 て の 状 況 と不 安

学 童 期 の 親 の 子 育 て に 関 す る 関 心 は 幼 児 期 の 子 育 て の 不 安 と は 、 違 っ た 側 面

を 持 っ て い る。 神 田 ・山 本(2007)に よ りま と め られ た 、2001年(1歳 半 、

3歳)か ら2007年(小 学1年 、3年)ま で の 継 続 調 査 協 力 者710人 の 縦 断 的

研 究 に よ り と 、 学 童 期 の 生 活 に お け る親 の 子 育 て 不 安 に つ い て の 調 査 が され て

い る 。 結 果 を示 しな が ら、 学 童 期 の 子 育 て の 不 安 と親 子 関 係 の 現 状 に つ い て ま

とめ る。

表1に 示 す 通 り、 小 学1年 生 の 時 と3年 生 で の 子 育 て の 不 安 に 有 意 差 は な く、

ほ とん ど変 わ ら な い 。 学 童 期 の 親 の 子 育 て の 不 安 は 、1年 生 と3年 生 は 変 わ る

こ とが な く、 親 の 子 育 て の 不 安 と子 ど も の 学 校 生 活 の 不 安 が 存 在 す る。 今 回 の

質 問 紙 で は 、 子 育 て 不 安 に 関 す る 質 問 とな る た め 、 学 校 生 活 に 関 す る不 安 に つ

い て は 問 うこ と が な い が 、潜 在 的 に 親 の 意 識 の 中 に は 子 ど も の 学 校 場 面 で 起 こ

る 不 安 も存 在 す る 。

親 に 「心 配 事 が あ っ た 時 に 誰 か に 相 談 した か 」 表2で は 、 心 配 事 が あ っ た 時

に 相 談 す る こ とに つ い て 、1年 生 と3年 生 で は 、5%水 準 で 有 意 差 が 出 て い る 。

1年 生 に 比 べ3年 生 で は 相 談 しな い 人 の 割 合 が 増 え て い る 。 問 題 が 軽 減 した の

か、 問 題 が 少 な く な っ た の か は 明 らか で は な い が 、表3で は 、「心 配 事 が あ っ て

も相 談 しな か っ た 理 由 」 と して 、 「相 談 す る ほ どで も な い 」 が 増 加 傾 向 に あ る。

子 育 て に お け る 心 配 事 が1年 生 の 子 ど も よ り3年 生 の 子 ど も に 対 す る ほ うが 、

子 ど も が 大 き く な り、 で き る こ と も増 え た こ とか ら相 談 す る こ と が 少 な っ た の

で は な い か と考 え られ る 。ま た 、子 ど も の 成 長 と と も に で き る こ と が 増 え た り、

多 く の こ とが 理 解 で き る よ うに な る と子 育 て に 関 す る 不 安 は 軽 減 し て い る。 相



談 は 減 っ て い る が 、 不 安 は 変 わ らな い こ とか ら 、 親 が 自分 自身 の 中 で 問 題 を 解

決 し よ う とす る傾 向 が うか が え る。

次 に 家 庭 学 習 に つ い て の 状 況 に 見 て い く。 表4で は 、 家 庭 学 習 に つ い て の 質

問 で 「家 で 宿 題 や 勉 強 を 教 え て い る 」 に つ い て 聞 い て い る 。1年 生 で も3年 で

も 、 「と き どき 」 教 え て い る 割 合 が1番 多 い が 、1年 で は 「ほ とん ど毎 日」 が

44.1%で あ る の に 対 して 、3年 で は14.6%に な りほ ぼ1/3に な り、0.1%水 準 で

有 意 に 減 少 して い る。1年 生 の 間 は 学 習 習 慣 を 身 に つ け る 時 期 で あ る こ とか ら、

親 と して も子 ど も に 付 き 添 い 学 習 を 教 え る こ と が 多 い が 、学 習 す る こ と に 慣 れ 、

習 慣 が 身 に つ い て く る3年 生 に な る と、 親 と し て 勉 強 を 教 え る機 会 は 減 っ て く

る。 表5で は 、 学 習 を 教 え る 場 面 で そ の 活 動 を ど う思 っ て い る の か に つ い て 聞

い て い る。 「楽 しい 」 と感 じ る親 は 、1年 生 に 比 べ3年 生 は 有 意 差 は な い が 減 少

傾 向 に あ る。1年 生 に 比 べ3年 生 に な る と親 が 勉 強 を教 え る こ と が 「楽 しい 」

こ と か ら 「負 担 」 に な っ て い る。 子 ど も 自身 に で き る こ とが 増 え親 の 学 習 へ の

関 与 は 必 要 性 が 低 く な り、 そ れ と と も に 親 に も負 担 と考 え て い る。

親 は 、 子 ど も が1年 生 に な り学 校 に 行 く よ うに な っ た こ と で 成 長 した と考 え

て い る だ ろ うか 。 表6で は 、 成 長 し た と考 え る 人 の 割 合 は3年 生 に な っ て も ほ

と ん ど変 化 し て い な い 。

親 は 、学 校 へ 行 く こ と が 子 ど も の 成 長 に つ な が っ て い る こ と を認 識 して い る 。

しか し、 表1に あ る 「学 校 関 連 の 不 安 」 の 下 位 尺 度 は い ず れ も 平 均 が1年 生 に

比 べ3年 生 は や や 上 昇 して い る。 こ の デ ー タ で は 、 子 ど も の 成 長 と 学 校 関 連 の

不 安 は 関 係 が な い 。

こ れ らの デ ー タ は 、1年 と3年 の デ ー タ で 、2年 生 の 親 の 子 育 て 不 安 と学 校 、

子 ど も 、 親 の 現 状 で は な い が 、 今 回 家 庭 学 習 の 子 育 て の 語 りが 親 の 内 省 に どの

よ う に 関 わ る の か を 調 査 研 究 して い く こ と か ら、 こ う した 現 状 の 中 で 行 わ れ る

子 育 て の 語 りで あ る こ と を 理 解 して お く必 要 が あ る。

ま た 、対 象 と な る2年 生 とい う学 年 は 、間 も な く認 知 面 で の 変 化 を む か え る 。

「9歳 の 壁 」 と呼 ば れ る 認 知 の 変 化 を 迎 え る こ と は 、 親 に と っ て も 子 育 て の 在

り方 に つ い て 変 化 させ て い く必 要 の あ る 時 期 で も あ る。 こ う した 時 期 を 前 に 自

分 の 子 育 て を 振 り返 り子 ど も に 語 る こ とは 、 こ れ ま で の 子 育 て を 振 り返 り これ

か ら の子 育 て の た め に 母 親 が 整 理 す る よ い 機 会 で あ る。



第3節 子 育 て の 不 安 と親 の 在 り方

1、 子 育 て 関 す る に つ い て の 研 究

子 育 て つ い て の研 究 は 、 母 親 自身 の あ り方 や 、 子 ど も の 特 質 や 行 動 に よ る 変

化 に 関 す る研 究 、 社 会 の 在 り方 や 援 助 の 在 り方 、 親 の 成 長 な ど多 岐 に わ た る 問

題 が あ る。 ま た 、 乳 幼 児 期 の 育 児 不 安 と子 育 て 不 安 は 、 対 象 年 齢 の 違 い に よ り

表 現 も実 態 も違 うこ と が 多 い と思 うが 、 こ こ で は 同 義 と し て 扱 う こ と に す る。

朴 ・杉 村(2006)は 、子 ど も の 思 い が 親 と一 致 して い な い 時 は 、親 が メ タ 認

知 的 な モ ニ タ リ ン グ を とお して 適 切 な 育 児 態 度 を と る こ と が で き る こ と が 、 子

ど も と安 定 的 な 関 係 を築 い て い く と した 。

親 子 関 係 に つ い て は 、 竹 村 ・小 林(2008)は 、親 との 信 頼 関 係 が 良好 と認 知

す る ほ ど児 童 の 内 発 調 整 及 び 同 一 化 傾 向 が 高 い こ と。 ま た 、 親 が 子 へ の 経 済 的

支 援 を惜 しま ず 、 将 来 に つ い て 会 話 す る ほ ど児 童 の 自 己 決 定 性 が 高 くな り、 親

が 子 と と も に 文 化 的 活 動 をす る ほ ど 内 発 調 整 は 高 くな る こ と を 見 出 した 。

輿 石(2002)は 、 育 児 に お い て 対 処 不 能 感 を 感 じ 、育 児 行 動 に お け る ネ ガ テ

ィ ブ な認 知 的 評 価 を した 時 、 「私 の ど こ が 悪 い の だ ろ う」 「私 は ど う努 力 す れ ば

よい の だ ろ う」 な ど と 自 己つ い て 考 え 込 ん で しま い や す い 状 況 に あ り、 自 己 や

状 況 につ い て ネ ガ テ ィ ブ に な りや す い 。 自 己 注 目傾 向 の 高 い 母 親 に お い て は 、

対 処 不 能 感 が 高 ま っ た 場 合 育 児 不 安 も 高 ま り、 そ うで な い 母 親 に お い て は 、 対

処 不 能 感 の 変 化 が 育 児 不 安 の 変 化 に 結 びつ か な か っ た 。 こ の こ とか ら 、 自己 に

注 意 を 向 け や す い 母 親 の 場 合 対 処 不 能 感 の 上 昇 が 育 児 不 安 の 原 因 で あ る こ と が

検 証 され た。 ま た 、 武 井 ・寺 崎 ・門 田(2006)で は 、 育 児 不 安 を 予 防 、 低 減 す

る た め に は 、 子 ど も の 気 質 特 徴 に応 じ た 適 切 な 対 応 を 助 言 して い く こ と が 重 要

で あ る と し た。

橋 本(2009)は 、多 くの 母 親 が 子 育 て の た め に 頑 張 っ て い る が 、 か わ い い 子

ど も に 「イ ラ イ ラ す る 、八つ 当 た り し た くな る 、 子 ど も の た め に 我 慢 ば か り し

て い る 」 と い う気 持 ち を 持 つ の は どの 母 親 も 同 じで あ る 。 そ うい う気 持 ち を 持

つ こ とが い け な い の で は な くて 、 そ の 気 持 ち を 処 理 で き な い の が 問 題 で あ る と

した 。

長 谷(2007)は 、子 育 て に 対 す る不 安 は 、子 育 て が 避 け る こ と の で き な い 日

常 の 営 み で あ る か ら こ そ 負 担 感 が 大 き く 、 不 安 も 大 き い と し、 子 育 て に 対 す る

意 欲 と 自己 肯 定 感 が 母 親 で い る こ との 安 心 感 、満 足 感 につ な が る と述 べ て い る。

藤 井 ・永 井(2008)は 、子 育 て に 不 安 を感 じて い な い 母 親 は 自 己 効 力 感 が 高 く 、

親 子 関係 を 良 好 と考 え て い る 人 ほ ど子 育 て に 満 足 して い た 。 子 育 て に 不 安 を 感

じて い る 母 親 は 、 人 的 サ ポ ー トを 得 られ て い る ほ ど子 育 て に 満 足 し、 母 親 役 割

へ の 葛 藤 が 強 い ほ ど子 育 て に満 足 を感 じ て い な い と述 べ て い る。 八 木 ・萩 原 ・

境(1993)は 、母 親 の 子 ど も に 対 す る 生 き が い 感 が 母 親 の 自 己 効 力 感 の 中 の 社

交 性 や 援 助 者 との 関 連 で 子 育 て を 考 え て い る と し た 。 子 ど も との 一 体 感 に 生 き

が い を 感 じて い る母 親 は 、 自分 を 援 助 者 と して 適 切 で あ る と感 じ 、 自分 に 価 値

を 感 じ他 人 との 付 き 合 い に 自信 を 持 ち 、 子 ど も か ら受 け る援 助 に 生 き が い を感



じ る度 合 い が 強 い 母 親 は 、 自分 が 他 人 を援 助 で き て い る と感 じ、 子 ど も の 成 長

だ け で な く 自分 自身 の 成 長 や 将 来 的 な 展 望 で 子 ど も に 関 わ る こ とに 意 義 を 見 出

して い る 。 武 井 ・寺 崎 ・高 尾 ・門 田(2008)は 、養 育 者 は 、 育 児 不 安 が 生 起 す

る理 由 と して 、 認 知 して い る育 児 能 力 へ の 自信 の な さな ど を解 消 す る こ と で 対

処 す る の で は な く、 自身 の 趣 味 や 周 囲 か らの サ ポ ー トを 得 る こ とで 解 消 しい く

こ とや 養 育 者 の 対 処 不 能 感 を低 減 す る こ とで 育 児 行 動 に 対 す る 自 己効 力 感 を高

め る。 養 育 者 が 選 択 した 育 児 行 動 を認 め る こ と も 重 要 で あ る と述 べ て い る。

で は 、 子 ど も の 自 己 効 力 感 は ど の よ うで あ る か 。 石 橋 ・堂 野(2006)は 、親

が 子 ど も を認 知 し て い る 以 上 に 大 き な期 待 を か け て い る 場 合 に 児 童 の 目標 が 低

く、 さ らに 自己 効 力 感 に つ い て も低 い こ とが 明 らか に され て い る 。

親 と して の 在 り方 の 研 究 と して は 、 柏 木 ・若 松(1994)が 、 「親 とな る 」 こ

と に よ っ て 親 の 発 達 は 、 柔 軟 性 、 自 己抑 制 、 視 野 の 広 が り、 自 己 の 強 さ 、 生 き

甲 斐 な ど多 岐 に わ た る が 、 い ず れ も 父 親 よ り母 親 が 著 し く見 られ る と い うこ と

や 、 子 ど も ・育 児 に 対 し て 母 親 は 肯 定 面 と同 時 に 否 定 的 な 感 情 も併 せ 持つ ア ン

ヴィバレントな も の で あ る と述 べ て い る 。 及 川(2005)は 、親 性 の 発 達 は 夫 婦

関係 の 満 足 度 と子 ど も を 持 つ こ と を 望 ん で い る こ と が 影 響 因 で あ る と し、 母 親

の 方 が 親 性 の発 達 が 早 期 に 起 こ る と した 。 親 の 役 割 に 関 して 、 川 井 、 安藤 、 武

島 他(2006)は 、子 ど も に と っ て 母 親 は 「安 ら ぎ 、安 全 、安 心 、信 頼 、見 守 り、

愛 情 で 包 み 、 大 好 き で 優 し く、 か け が え の な い 、 甘 え られ 、 丸 ご と包 む 」 とい

う 「安 全 性 」 に 関 わ る役 割 に集 約 され て い る。

こ の よ うに 、 子 育 て に 関 す る研 究 は 多 く、 育 児 不 安 の 視 点 、 親 の 発 達 に あ り

方 に 関 す る視 点 な ど、 親 の 内省 に つ な が る研 究 が 行 わ れ て い る。

2、 子 育 て支 援 と内 省 の 在 り方 の研 究 の 目標

本 研 究 は 、 母 親 ・家 族 に よ る 小 学2年 生 の 子 ど も へ の 子 育 て の 語 りを 通 して

母 親 の 内 省 が どの よ うに 変 化 す る の か 、 ま た 、 これ ま で の 子 育 て の 自 己 評 価 の

低 い 母 親 の 内 省 の 在 り方 は 、 こ れ ま で の 子 育 て の 自 己評 価 の 高 低 に よ る 母 親 の

内 省 の 在 り方 の 変 化 と ど の よ うな 違 い は あ る の か につ い て 調 べ る こ と を 課 題 と

す る 。

親 の 子 育 て 内 省 を 考 え る と き 、 そ こ に は 親 子 関 係 に 根 差 した 相 互 理 解 の 関 係

が 見 え て く る。 今 回 は 、 こ う した 関 係 が 観 察 可 能 な 、 小 学 校 の 生 活 科 の 授 業 で

行 わ れ る学 習 活 動 に 親 と して 関 わ っ て い る様 子 に 注 目 し研 究 の 対 象 と し た 。 子

ど も の 家 庭 で の 学 習 に 親 と し て 積 極 的 に 関 わ る こ と は 、 親 全 員 が 子 育 て に 対 す

る考 え方 如 何 に 関 わ らず 取 り組 む 課 題 で あ り、 望 む 、 望 ま ざ る に 関 わ らず 家 庭

学 習 と して行 うべ き 課 題 で も あ る。 母 親 は 、子 ど も の た め に 課 題 に 協 力 す る こ

と で 、 そ れ ま で の 子 育 て を ふ ま え た 子 ど もへ の 対 応 が 子 育 て の 語 りの 内 容 に 現

れ 、そ う した 語 りが 母 親 の 内 省 を どの よ うに刺 激 し、内 省 は ど こ に 向 か うの か 。

ま た 、親 は こ の 学 習 課 題 を 子 ど も と行 う こ とで 内 省 が 刺 激 され 子 育 て に 対 す る

考 え 方 に 変 化 を 生 む の か 。 こ う した 点 に 着 目 して い き た い と考 え た 。

子 育 て の語 り は 、 現 実 的 に は 、 こ れ ま で の 子 育 て の 様 子 、 子 ど も が ど の よ う

に 大 き くな っ て き た か な ど、 そ れ ぞ れ の 親 に と っ て 個 々 の 子 育 て 、 個 々 の 考 え



の 上 に 立 つ 百 人 百 様 の語 り が 存 在 す る と考 え られ る が 、 親 と して の 立 場 で 子 ど

も に 伝 え る と言 う行 為 は 、 一 様 で 、 そ の 内省 は 、 あ る程 度 の傾 向 が 存 在 す る と

考 え る。 ま た 、 これ ま で の 研 究 か ら、 子 育 て に 対 す る肯 定 的 な考 え を持 つ 親 の

内省 は 高 い と され て い る。 こ の こ と か ら、子 育 て に 対 す る 自 己評 価 の 低 い 母 親

に と っ て 子 育 て の語 りは ど の よ うに 子 育 て の 内 省 に 影 響 す る の か に つ い て検 討

す る 。

ま た 、小 学2年 生 は 、 「9歳 の 壁 」 と呼 ば れ る 、発 達 の 節 目を 前 に 、母 親 に は

今 ま で の 子 育 て の 振 り返 り か ら、 次 の 発 達 の ス テ ー ジ に 変 化 す る子 ど も に つ い

て 理 解 と子 ど も の 接 し方 を 考 え 直 す 時 期 で も あ る 。 子 ど も の 認 知 の 変 化 に 合 わ

せ て 母 親 の 子 ど も に 対 す る 親 の 認 知 を 変 化 させ て い く こ と が 望 ま れ る。しか し、

現 実 に は 変 化 に 気 づ く こ と な く幼 い まま の親 子 関 係 を 維 持 して しま う こ と も あ

る。 今 回 の 調 査 、 研 究 を 通 じて 、 児 童 期 の子 ど も を 持 つ 母 親 に あ る 子 育 て に 関

す る 内 省 の 動 向 を 見 な が ら こ れ か らの 親 子 関係 が よ りよ い 方 向 に 進 む 支 援 な ど 、

学 童 期 の 子 育 て 支 援 の 在 り方 を提 言 す る視 点 も 持 っ て 研 究 を 進 め る。

第 Ⅲ章 方 法

第1節 調 査 に つ い て

1、 調 査 対 象

大 阪 府 内 の公 立 小 学 校 に在 籍 す る2年 生4ク ラ ス105名(男 子52名 ・女 子

53名)の 児 童 の 母 親 が 調 査 対 象 と な っ た 。

2、 調 査 方 法

2009年12月 に1回 目の 質 問 紙 調 査 を 実 施 した 。2回 目 の 質 問 紙 調 査 は 、2010

年3月 に 行 っ た 。 質 問 紙 は 母 親 に 対 して 、 担 任 の 協 力 を 得 て2年 生 の 子 ど も を

通 して 配 布 し、 各 家 庭 で 記 入 し、 担 任 が 回 収 を 行 っ た 。

2009年12月 の1回 目の 質 問 紙 の 回 収 後 、2010年1月 よ り2月 末 に か け て 、

各 担 任 は 、2年 生 の 生 活 科 の 単 元 で あ る 単 元 名 「み ん な 大 す き 」の 小 単 元 名 「大

き く な っ た わ た し た ち」の 学 習 の 中 で 、家 庭 学 習 の 課 題 と して 、母 親 も し くは 、

家 族 か ら2年 生 児 童 に 、 成 長 の 様 子(子 育 て の 語 り)に つ い て 語 る機 会 が 持 た

れ た 。 母 親 ・家 族 の 具 体 的 な 活 動 内 容 は 、①2年 生 の 大 き くな っ た我 が 子 へ の

手 紙 を書 く② 命 名 由 来 を 伝 え る③ 生 ま れ る前 、 生 ま れ て か ら2年 生 ま で の 育 っ

て き た 様 子 、 家 族 の 想 い 等 に つ い て 子 ど も に 語 る で あ る 。 期 間 は 、1月 か ら2

月 末 に か け て 担 任 が ク ラ ス の 実 情 に応 じて 、 家 庭 で の 学 習 活 動 と し て行 っ た 。

そ の 後2010年3月 に2回 目の 質 問 紙 を 実 施 した 。 質 問 紙 は 無 記 名 と し た。

な お 、 こ の 調 査 に 当 た っ て は 、2009年11月 の 保 護 者 会 に 、 趣 旨説 明 を 行 い

個 人 が 特 定 で き な い 形 で デ ー タ化 す る こ とな どの 承 諾 を 得 て 行 っ た 。

3、 質 問 紙 の 内容

母 親 に対 して 、 事 前 ・事 後 と2回 実 施 した 。1回 目 と2回 目 が 同 じで あ る 項

目 と、 必 要 な 情 報 を得 る た め に 付 け加 え た 項 目な ど あ る の で 明 記 す る。

3－1母 親 用1回 目 の 質 問 紙 の 内 容



◆ 子 育 て に 関 す る省 察 に つ い て

朴 ・杉 村(2009)に よ り作 成 され た 、 「子 育 て に 関 す る省 察 」 の 項 目 を 使 用

す る。 この 子 育 て に 関 す る省 察 は 、「親 自身 に 関 す る 省 察 」、「子 ど も に 関 す る 省

察 」、 「他 者 を と した 省 察 」 で 構 成 され た もの で あ る 。

「親 自身 に 関 す る省 察 」で は 、「子 ど も に 対 す る 自分 の 言 動 や 態 度 の 気 を つ け

る こ とが あ る 」、 「子 ど も に 何 か 伝 え る 前 に 、 自分 の 伝 え 方 に つ い て 考 え る こ と

が あ る」、 「親 と して の 信 念 に つ い て 考 え る こ と が あ る 」 な ど の 親 の 視 点 か ら子

育 て を 省 察 す る 項 目が10項 目 あ る 。

「子 ど もに 関 す る省 察 」 で は 、 子 ど も と一 緒 に い る と き 、 子 ど もの 行 動 に 注

意 を 向 け る 」「子 ど も と話 す 前 に 、子 ど もの 受 け 止 め 方 に つ い て 考 え る こ とが あ

る。」 「子 育 て の 出 来 事 か ら 「子 ど も」 の 本 質 に つ い て 考 え る こ と が あ る」 な ど

の 子 ど もの 様 子 に つ い て 省 察 す る項 目が11項 目 あ る。

「他 者 を とお した 省 察 」で は 、「他 の 人 が 子 ど も に ど の よ うに 接 して い る か 注

意深 く見 る こ と が あ る 」、 「他 人 と子 ど もの 話 を す る こ とで 、 自分 の 子 ど も の 特

徴 に気 づ く こ と が あ る。」、 「他 人 の 子 ど もの 言 動 を 注 意 深 く見 る こ とが あ る 。」

な ど 、 他 者 を介 して 子 ど も に つ い て 省 察 す る 項 目 が11項 目 あ る。

これ らの 項 目 に つ い て 、5段 階 で 評 定 を 求 め た 。

◆ 親 子 間 の 信 頼 感 に 関 す る尺 度

酒 井 ・菅 原 ・眞 榮 城 ・菅 原 ・北 村(2002)に よ っ て 作 成 され た 親 子 の 信 頼

感 に 関 す る 尺 度 を使 う。 「こ の 子 は だ れ よ り も私 が 好 き だ と思 う」 「この 子 は だ

れ よ りも私 の こ と を信 頼 して い る と 思 う。」 「こ の 子 は 私 と 一 緒 に い て 幸 せ だ と

思 う」 な ど子 ど も に対 す る信 頼 感 に つ い て 問 う8項 目 を 用 い た 。 これ らの 項 目

に つ い て 、4段 階 で 評 定 を 求 め た 。 ま た 親 子 間 の 信 頼 に 関 す る尺 度 に 親 子 の コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョン に 関 す る4項 目 を作 成 し付 け加 え 、 全12項 目の 尺 度 を 作 成

した 。 親 子 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン に 関 す る4項 目 は 、 ゼ ミ担 当教 員 、 同 ゼ ミ生

で相 談 の うえ作 成 し、 日常 的 な コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン の 様 子 に つ い て 問 う項 目 と

して 付 け加 え た 。

◆ フ ェ イ ス シ ー トと質 問 事 項 に つ い て

年 齢 ・子 ど も の 数 ・子 ど も と の 関 係 ・就 業 状 態 ・家 族 数 ・祖 父 母 と の 同 居 、

別 居 に つ い て ・子 ど も との 会 話 の 内 容 ・よ く話 す 時 間 帯 ・話 す 時 間 ・話 す こ と

の好 き 嫌 い ・話 を 聞 く こ と の 好 き 嫌 い を 質 問 紙 に 加 え 、 被 験 者 の 子 ど も との 関

係 や 会 話 の 様 子 に つ い て 把 握 で き る よ うに した 。

3－2母 親 用2回 目 の 質 問 紙 の 内 容

◆ 朴 ・杉 村(2009)に よ り作 成 され た 、 「子 育 て に 関 す る 省 察 」 の 項 目

◆ 酒 井 ・菅 原 ・眞 榮 城 ・菅 原 ・北 村(2002)に よ っ て 作 成 され た 親 子 の 信 頼

感 に 関 す る 尺 度(母 親 用)

◆ フ ェイ ス シ ー ト

子 育 て の語 り を した 状 態 に 関 す る質 問 ・話 した 時 間 ・だ れ が 話 した か ・話 す

前 の 準 備

◆ 子 育 て の 語 りを した 時 の 様 子 に つ い て の 質 問



子 育 て の語 りの 前 、語 っ て い る 時 、語 っ た 後 の 様 子 や 心 境 を 聞 く質 問 内 容 で 、

ゼ ミ担 当 教 員 、 同 ゼ ミ生 、 実 施 校 校 長 、 担 任 な ど と相 談 しな が ら作 成 した 。

親 の 気 持 ち や 時 系 列 や 場 面 な どが 異 な る 内 容 の 項 目が22問 あ る。 そ の うち

の 「1、 語 る前 に 、これ ま で の 子 育 て は うま くい っ て い る と思 っ て い ま した か 」

「2、 語 る 前 に 、 これ ま で 子 育 て を が ん ば っ て き た こ とに 自信 を も っ て い ま し

た か 」 の2項 目 に つ い て は これ ま で の 子 育 て を ど の よ う に 考 え て き た か の 親 の

子 育 て の 自 己評 価 に 関 す る も の で 、 分 析 の 上 で 高 群 、 低 群 に 分 類 す る得 点 基 準

にす る た め に 設 定 した 。 そ の た め語 りの 効 果 測 定 に 用 い る の は20問 の 項 目 で

あ る 。

「改 め て 子 ど も の 成 長 を 実 感 し た 」「語 る こ とで 、これ ま で の子 育 て に 自信 が 持

て ま した か 」 等 の 項 目20項 目 に つ い て 、4段 階 で 評 定 を 求 め た 。 これ らの 項

目は 、 分 析 の 段 階 で 効 果 測 定 の た め に 利 用 す る た め の も の で あ る 。

第 皿 章 結 果 と考 察

第1節 質 問 紙 の 実 施 ・回 収 状 況

親 用 質 問 紙 につ い て は 、12月 上 旬 に 配 布 し 、各 家 庭 で 母 親 が 記 入 し 、 ク ラ ス

担 任 が 回 収 し た 。1回 目 の 回 収 は 、12月 中 に 行 わ れ82名(78.0%)で あ っ た 。

2回 目 は 、3月 上 旬 に 配 布 し 、 母 親 が 記 入 後 、 回 収 は 、3月 末 ま で と し 、72名

(68.5%)で あ っ た 。

親 用1回 目 と2回 目 デ ー タ が そ ろ っ た 質 問 紙 は 、60組 み で あ っ た が 、欠 損 の

あ る デ ー タ を 除 く と45組 と な り、今 回 は デ ー タ と し て45名 分 を 使 う こ と に し

た 。

母 親 の 属 性 に つ い て は 、 母 親 の 平 均 年 齢 は36.6歳 、 子 ど も の 数 の 平 均 は 、

2.4人 、 家 族 の 人 数 の 平 均 は4.8人 で あ る 。 子 ど も は 、 男 児20人(44.4%)、

女 児25人(55.6%)で あ っ た 。 仕 事 に つ い て は 専 業 主 婦 が 、23人(51.1%)、

パ ー ト、 ア ル バ イ トは16人(35.6%) 、 フ ル タ イ ム は 、6人(13.3%)で あ っ

た 。 祖 父 母 と の 同 居 は8人(17.8%)別 居 は 、37人(82.2%)で あ っ た 。

第2節 子 育 て に 関 す る 省 察 尺 度 に つ い て

1、 子 育 て に 関 す る 省 察 尺 度 の 因 子 分 析

子 育 て に 関 す る 省 察 の 因 子 分 析 を 行 う に 当 た り、45件 の デ ー タ が 、1回 目 、



2回 目 と あ る こ と か ら、 因 子 分 析 の 結 果 が 、1回 目 デ ー タ に も2回 目 の デ ー タ

に も適 合 しや す くな る よ うに 、2回 分 の デ ー タ を 合 わ せ て90件 に して 因 子 分 析

を行 っ た 。

ま た 、親 に 関 す る省 察 、 子 ど も に 関 す る省 察 、 他 者 を と お した 省 察 は 、3つ

が 関 連 した 尺 度 で あ る の で 、因 子 分 析 は 一 貫 性 を持 っ て 行 う こ とが 必 要 と考 え 、

分 析 方 法 と回 転 は 同 一 な る よ うに 因 子 分 析 を行 っ た 。

1－1親 に 関 す る省 察 尺 度 の 因 子 分 析

親 自信 に 関 す る省 察 尺 度10項 目に 対 して 、 探 索 的 に 主 因 子 法 で 因 子 分 析 を

行 っ た 。 固 有 値 が 、1.0を 超 え て い る 因 子 数 は 「2」 で あ っ た 。

先 行 研 究(朴 ・杉 村.2009)の 因 子 数 を 「2」 と一 致 して い る こ とか ら、主 因 子 法 、

プ ロ マ ッ ク ス 因 子 固 定2で 因 子 分 析 を 行 っ た 。 こ の 方 法 で は 、10項 目が 因 子 負

荷 量 が.40以 上 で 、 親 に 関 す る省 察 の 因 子 抽 出 が され た 。

親 に 関す る省 察 の 因 子 分 析 は 、主 因 子 法 、プ ロマ ッ ク ス 回 転 、因 子 固 定 「2」

で 行 う と、第1因 子1,2,5,6,8と 第2因 子4,3,10、7、9と な り、

先 行 研 究 の 因 子 分 析 結 果 の 、 第1因 子10、4、7、6、9,3と 第2因 子2,

1,8,5の2因 子 とは 違 う結 果 に な っ た 。 第1因 子 と第2因 子 の 項 目が 入 れ

替 わ り、「6、 子 ど も が 何 か 言 っ た 後 、そ の 時 の 自分 の 感 情 に つ い て 考 え る こ と

が あ る」 の 項 目が 移 動 して い る 。

調 査 対 象 が 、 先 行 研 究 で は3歳 か ら5歳 を対 象 と して お り親 の子 育 て に 関 す

る省 察 で あ り、 子 育 て の 語 りに つ い て の 変 化 を 考 え る と項 目の 移 動 は 容 認 す べ

き で あ る と考 え た。

Cronbachの α係 数 は 、第1因 子 よ り、.84、.86と な り.70以 上 で あ り内 的 整

合 性 が あ る と考 え られ る 。 そ の 結 果 は 、Table1に 示 す 通 りで あ る。

第1因 子 に は 、 「1、 子 ど も に 対 す る 自分 の 言 動 や 態 度 の 気 を つ け る こ と が あ

る 」、「2、子 ど も に 何 か 伝 え る 前 に 、自分 の 伝 え 方 に つ い て 考 え る こ と が あ る 」、

「5、 子 ども に 何 か 言 う前 に 、 自分 の 言 動 の 影 響 を 考 え る こ と が あ る」、 「6、 子

ど も が 何 か 行 っ た 後 、 そ の 時 の 自 分 の 感 情 に つ い て 考 え る こ と が あ る 」、 「8、

子 ど も と話 す と き、 自 分 の 言 動 や 態 度 を 意 識 す る こ と が あ る 」、が あ り、 コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョン 場 面 で の 態 度 や 言 動 に つ い て の 項 目が 多 い 。そ こ で 、「コ ミュ ニ ケ

ー シ ョ ン場 面 で の 対 応 」 と命 名 した。

第2因 子 に は 、「4、親 と して の 自分 の 長 所 ・短 所 を 考 え る こ とが あ る 」、「3、

親 と して の信 念 に つ い て 考 え る こ と が あ る 」、 「10、 子 育 て の 方 針 を振 り返 り改

善 す べ き と こ ろ を 考 え る 」、 「7、 「子 ど も を 育 て る」 こ とは ど うい うこ とか 考 え

る こ と が あ る」、 「9、 子 ど も と話 し た 後 、 自分 の 言 い 方 が 適 切 か ど うか 考 え る

こ と が あ る」 な ど あ り、 親 と し て ど うあ るべ き か と い う こ とを 考 え る 項 目で あ

る こ とか ら 「親 と して の 在 り方 」 と命 名 した。

本 研 究 で は 因 子 項 目の 内 容 か ら 「親 自 身 に 関 す る 省 察 」の 下位 尺 度 で は 、「コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョン 場 面 で の 対 応 」は 、対 場 面 的 な 尺 度 で あ り、「親 と して の 在 り

方 」 は 、 内 省 的 な 尺 度 で あ る と 考 え 検 討 して い く。



1－2子 ど も に 関 す る省 察 尺 度 の 因 子 分 析

子 ど も に 関 す る省 察 尺 度11項 目に 対 して 、 探 索 的 に 主 因 子 法 で 因 子 分 析 を

行 っ た 。 固 有 値 が1.0を 超 え て い る こ とか ら 因 子 数 は 「2」 で あ る こ とが 確 認

され た が 、 先 行 研 究(朴 ・杉 村.2009)で は 因 子 数 は 、 「3」 で 因 子 分 析 を 行 っ て

い る こ と か ら 、 主 因 子 法 、 プ ロマ ッ ク ス 回 転 で 因 子 数 を 「3」 に 固 定 して 因 子

分 析 を 行 っ た 。 結 果 は 、 どの 項 目 も因 子 負 荷 量 が.40以 上 で あ る こ とか ら 、 因

子 数 が 「3」 で 因 子 分 析 が で き た 。 ど の 項 目 も因 子 負 荷 量 が.40で 子 ど も に 関

す る省 察 の 因 子 抽 出 が され た 。

先 行 研 究 と比 較 す る と、 第1因 子8,7,5,6と 第2因 子2,3,10と な

り第3因 子 は 、4,1,9、11と な り、先 行 研 究 の 因 子 分 析 結 果 の 、 第1因 子

6,5,8、11、9と 第2因 子1,7,4と 第3因 子10、2,3と な り結 果 と

は 違 う結 果 に な っ た。 本 研 究 の 第2因 子 と先 行 研 究 の 第3因 子 は 同 じ よ うで あ

るが 、 本 研 究 の 第1因 子 と第3因 子 と先 行 研 究 の 第1因 子 と 第3因 子 は 入 れ 替

わ りが 多 い 。 対 象 年 齢 の 違 い と子 育 て の 語 り に よ る変 化 で は な い か と考 え る。

そ こ で 、主 因 子 法 、プ ロ マ ッ ク ス 回 転 、因 子 固 定3と して 因 子 分 析 を行 っ た 。

結 果 は 、因 子 負 荷 は 、ど の 項 目 も.40以 上 で あ る の で 削 除 項 目 は な い 。Cronbach

の α係 数 は 、 第1因 子 よ り、.87、.86、.78と な り.70以 上 で あ り内 的 整 合 性 が

あ る と考 え られ る 。 そ の 結 果 をTable2に 示 した 。

第1因 子 は 「8、 子 ど も の ふ だ ん の 行 動 か ら 、 子 ど も の 長 所 短 所 を 考 え る こ

とが あ る 」 「7、 子 ど も と話 して い る と き 、 子 ど も の 表 情 や 態 度 の 注 意 す る こ と

が あ る」 「5、 子 ど も に 関 す る 長 期 的 見 通 しに つ い て 考 え る こ とが あ る」 「6、 子

ど もが ど う変 わ っ て き た か 考 え る こ とが あ る 」 の 項 目 か ら親 が 子 ど も の 観 察 か

らそ れ ぞ れ の 子 ど も の 特 性 を 捉 え よ う と して い る こ と か ら、「子 ど も の 特 性 」と

命 名 した。

第2因 子 は 、 「2、 子 ど も と話 す 前 に 、 子 ど も の 受 け 止 め 方 に つ い て 考 え る こ

とが あ る。」 「3、 子 育 て の 出 来 事 か ら 「子 ど も 」 の 本 質 に つ い て 考 え る こ とが



あ る」 「10、 子 ど も と話 した 後 、 子 ど も が ど の よ う に 受 け 止 め た か 考 え る こ と

が あ る 」 の3項 目か ら 、 親 が 子 ど もの 受 け 止 め 方 に つ い て 考 え る項 目 な の で 、

「子 ど もの 受 け止 め 方 」 と命 名 した 。

第3因 子 「4、 子 ど も の 言 動 に 気 を つ け て い る 」 「1、 子 ど も と 一 緒 に い る と

き 、 子 ど も の 行 動 に 注 意 を 向 け る 」 「9、 子 ど も に と っ て 何 が 必 要 か 考 え な が ら

育 て て い る 」 「11、 子 ど も の こ れ か ら の 成 長 につ い て 考 え る こ と が あ る 」 な ど

子 ど も の 言 動 や 行 動 に 関 心 を 持 つ 項 目 が あ る 。そ こ で 、「子 ど も の 言 動 へ の 関 心 」

と 命 名 し た 。

本 研 究 で は 因 子 項 目 の 内 容 か ら 「子 ど も に 関 す る 省 察 」 の 下 位 尺 度 で は 、「子

ど も の 言 動 へ の 関 心 」 は 、 対 場 面 的 な 尺 度 で あ り 、 「子 ど も の 特 性 」、 「子 ど も の

受 け 止 め 方 」 は 、 内 省 的 な 尺 度 で あ る と 考 え 検 討 し て い く 。

1－3他 者 を と お し た 省 察 の 因 子 分 析

他 者 を と お し た 省 察11項 目 に 対 し て 、 探 索 的 に 主 因 子 法 で 因 子 分 析 を 行 っ

た 。 固 有 値 が 、1.0を 超 え て い る 因 子 が 「2」 で あ る こ と か ら 、 因 子 数 を 「2」

と し て 因 子 分 析 を 進 め た 。

先 行 研 究(朴 ・杉 村.2009)で も 、 因 子 数 は 「2」 と さ れ て い た こ と から 、 主 因

子 法 、 プ ロ マ ッ ク ス 回 転 で 因 子 数 を 「2」 に 固 定 し て 因 子 分 析 を 行 っ た 。 結 果

は 、 ど の 項 目 も 因 子 負 荷 量 が.40以 上 で2因 子 が 抽 出 さ れ た 。 あ っ た 。

他 者 を と お し た 省 察11項 目 の 因 子 分 析 を 、 主 因 子 法 、 プ ロ マ ッ ク ス 回 転 、

因 子 固 定 「2」 で 行 う と 、 第1因 子 は 、8,7,10,9,4と な り 、 第2因 子

は 、6,5,3、11,1,2と な っ た 。 先 行 研 究 と 比 べ る と 、 第1因 子 と 第2

因 子 の 逆 転 は あ る が 項 目 の 変 化 は な い 。Cronbachの α 係 数 は 、 第1因 子 よ

り 、.89、.87と な り.70以 上 で あ り 内 的 整 合 性 が あ る と 考 え ら れ る 。 結 果 は

Table3に 示 す 。



第1因 子 に は 、 「8、 他 の 人 の 育 て 方 を 見 て 、 今 の 自分 の 子 育 て に 必 要 な こ と

に気 づ く こ とが あ る 」 「7、 他 の 人 と子 育 て の 話 を し て 、 自分 の 子 育 て の 方 針 を

改 め る こ と が あ る 」 「10、 い ろ い ろ な 話 を 聞 い て 、 自分 の 子 ど も観 を 見 直 す こ

とが あ る」 「9、 他 の 子 ど も た ち と話 を す る こ と で 、 自分 の 子 ど も の 特 徴 に 気 づ

く こ とが あ る」 「4、 他 の 人 と話 して い る うち に 、 子 育 て に 関 す る疑 問 が 解 決 す

る こ とが あ る 」 な ど他 者 か ら得 る 情 報 を 自分 の 子 育 て に 役 立 て よ う と して い る

項 目が 多 い こ とか ら 、 「子 育 て の他 者 か らの 影 響 」 と命 名 した 。

第2因 子 に は 、 「6、 他 の 子 ど もが 親 と話 す 様 子 に 注 意 を 向 け る こ と が あ る」

「5、 他 の 親 の 子 ど も に 対 す る 話 し方 に 注 意 す る こ と が あ る 」 「3、 他 人 の 子 ど

もの 言 動 を注 意 深 く見 る こ とが あ る。」 「11、 他 の 子 ど も が 親 とか か わ る様 子 を

注 意 深 く見 る こ と が あ る 」 「1、 他 の 人 が 子 ど も に どの よ うに 接 して い る か 注 意

深 く見 る こ とが あ る」、 「2、 他 人 と子 ど も の 話 を す る こ と で 、 自分 の 子 ど も の

特 徴 に 気 づ く こ と が あ る 。」、 他 者 に 対 して 注 意 を 向 け る 項 目が 多 い こ と か ら、

「他 者 の対 応 の 観 察 」 と命 名 した。

本研 究 で は 因 子 項 目 の 内 容 か ら 「他 者 を とお した 省 察 」の 下 位 尺 度 で は 、「他

者 の 対 応 の観 察 」 は 、 対 場 面 的 な 尺 度 で あ り、 「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」 は 、

内省 的 な尺 度 で あ る と考 え検 討 して い く。

2、 子 育 て に 関 す る省 察 の 尺 度 内 相 関

子 育 て の省 察 の 下 位 尺 度 間 の 相 関係 数 をTable4に 示 す 。

1回 目 の質 問 紙(n＝45)に つ い て の 因 子間 相 関 に つ い て 結 果 を ま と め た 。

同 じ尺 度 内相 関 で は 、親 自身 に 関 す る省 察 、 子 ど も に 関 す る省 察 、他 者 に 対 す

る省 察 の い ず れ の 下 位 尺 度 間 で も、 強 い 相 関 が 見 られ た 。

対 場 面 的 な 尺 度 間 の 相 関 で は 、「コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 で の 対 応 」 と 「子 ど

もの 言 動 へ の 関 心 」、 「他 者 の 対 応 の 観 察 」 で は 、 い ず れ も 強 い 相 関 が あ っ た 。

内 省 的 な 尺 度間 の 相 関 は 、「親 と して の在 り方 」 と 「子 ど も の 特 性 」 で は 比 較

的 強 い 相 関 が 見 られ 、「子 ど も の受 け 止 め 方 」で は 、強 い 相 関 が 見 られ た 。ま た 、

「親 と して の 在 り方 」 「子 ど も の 特 性 」 「子 ど も の 受 け 止 め 方 」 と、「子 育 て の 他



者 か らの影 響 」 で 強 い 相 関 が 見 られ た。 内 省 的 な 尺 度 間 の 相 関 は 、 強 い 相 関 が

多 い 。 し か し 、 「親 と し て の 在 り方 」 「子 ど も の 特 性 」 な ど で は 比 較 的 強 い

相 関 に な る もの も あ っ た 。

他 者 の 省 察 の 下位 尺 度 間 の 相 関 は 、1回 目で 「子 ど も の 言 動 へ の 関 心 」 と

「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」 で は 、 強 い 相 関 が 見 られ な い が 、 ほ と ん ど の 下 位

尺 度 で は 、 強 い 相 関 が 見 られ た 。

次 に 、1回 目 の 結 果 と2回 目 の 結 果 の 比 較 で は 、 相 関係 数 は 全 体 と し て 高 く

な っ て い る。 多 く の 項 目 は 、1回 目 と2回 目 を 比 較 し て 高 い 相 関 が 見 られ た 。

変化 して い る 下 位 尺 度 は 「親 と して の 在 り方 」と 「子 ど も の 特 性 」が 、1回 目.37

が 、2回 目.45へ 、「子 ど も の 言 動 へ の 関 心 」 と 「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」が 、

1回 目.24が 、2回 目.33に な る な ど比 較 的 高 い 相 関 へ と変 化 した も の も あ る。

全 体 と して 子 育 て の 内 省 の 尺 度 間 の 相 関 は 高 い 。 子 育 て の 内 省 に 関 す る 質 問

に 答 え る こ と 自体 が 内 省 を 意 識 す る き っ か け とな っ た こ と と考 え られ る た め 、

そ れ ぞれ の 尺 度 の 相 関 を 高 め る働 き を した と考 え られ る 。

3、 子 育 て に 関 す る省 察 のt検 定 に つ い て

親 に 関 す る省 察 、 子 ど も に 関 す る省 察 、 他 者 に 対 す る 省 察 の 各 因 子 の 尺 度 得

点 を算 出 し、 平 均 値 の 差 の 検 定 を 行 っ た。 結 果 はTable5に 示 す 。 子 育 て の 語

りの 前 と後 の ア ン ケ ー トの 結 果 の デ ー タ 数 は 、1回 目 、2回 目 と も(n＝45)

で あ る。

結 果 は 、「親 と して の 在 り方 」に お い て1%水 準 で 有 意 差 が み られ た(t(44)

＝3.08,p＜.01)。 ま た 、「他 者 の 対 応 の観 察 」 に お い て は 、5%水 準 で 有 意 差 が 見

られ た(t(44)＝2.25,p＜.05)。 した が っ て 、 親 に 関 す る省 察 の 中 の 、 「親 と し

て の 在 り方 」 で1回 目 よ り2回 目は 高 か っ た 。 ま た 、「他 者 の 対 応 の観 察 」 も1

回 目 よ り2回 目 は1回 目 よ り2回 目は 高 か っ た 。

「親 と して の 在 り方 」 は 、 「4、親 と して の 自 分 の 長 所 ・短 所 を考 え る こ とが

あ る 」、 「3、親 と して の 信 念 に つ い て 考 え る こ と が あ る」、 「10、 子 育 て の 方 針

を振 り返 り改 善 す べ き と こ ろ を 考 え る 」、 「7、 「子 ど も を 育 て る 」 こ と は ど うい

う こ とか 考 え る こ と が あ る 」、 「9、 子 ど も と話 した 後 、 自分 の 言 い 方 が 適 切 か



ど うか 考 え る こ と が あ る 」 か ら な る 尺 度 で あ り、 親 の 内 省 的 な 尺 度 で あ る 。1

回 目 に比 べ2回 目 が 有 意 に 高 い 結 果 は 、「親 と して の 在 り方 」の 平 均 得 点 が 上 昇

して い る こ とか ら 、 自分 の 親 と して の在 り方 を 振 り返 り内 省 が 深 ま っ た と考 え

られ る。「他 者 の 対 応 の 観 察 」 も 、平 均 得 点 が 有 意 に 上 昇 し、他 者 の 子 ど も に 対

す る対 応 に 関 心 を持 っ て 見 よ う と して い る 結 果 を 得 た。

ま た 、 先 行 研 究 の 省 察 モ デ ル で は 、 内 省 に か か わ る 出 来 事 の 直 後 と2,3日

後 、1ヶ 月 後 で は 内 省 に 変 化 が あ る と され て い る こ とか ら 、 親 自身 の 内 省 が 、

子 育 て の 語 りに よ っ て2回 目の 質 問 紙 を書 く 時 期 ま で に 変 化 した もの と考 え ら

れ る。 ま た 、親 は 、 子 育 て の 語 り を経 て よ り しっ か り と 「他 者 の 対 応 の 観 察 」

の よ うに 周 りの 人 との 子 育 て の 観 察 か ら 自分 の 子 育 て を 見 つ め よ う と して い た 。

第3節 親 子 間 の 信 頼 に 関 す る 尺 度

1、 親 子 間 の 信 頼 に 関 す る 尺 度 の 因 子 分 析

先 行 研 究(酒 井 ・菅 原 ・眞 榮 城 ・菅 原 ・北 村.2002)で は 、 主 成 分 分 析 に よ

り1次 元 性 を 確 認 し て い る が 、 本 研 究 で は 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 関 す る 項 目

を 付 け 加 え た こ と か ら 因 子 分 析 を 行 い 、尺 度 の 特 性 を 明 ら か に し た い と 考 え た 。

そ こ で 、1回 目 と2回 目 の デ ー タ を 合 わ せ て 使 い(n＝90)親 の 信 頼 尺 度 を

探 索 的 に 因 子 分 析 し た 。4因 子 が 妥 当 で あ る と し た が 、 第4因 子 が1項 目 で あ

る こ と か ら 、 因 子 を3に 固 定 し て 再 び 因 子 分 析 を 行 っ た 。 主 因 子 法 、 プ ロ マ ッ

ク ス 回 転 、 因 子 固 定 「3」 で 因 子 分 析 を 行 っ た。 結 果 をTable6に 示 す 。

因 子 負 荷 量 は 、 ど の 項 目 も.40以 上 で あ る こ と か ら 、 削 除 項 目 は な か っ た 。

次 にCronbachの α係 数 を 求 め た と こ ろ 、 第1因 子.75、 第2因 子.77、 第3因

子 は.56と な っ た 。

第1因 子 は 、 「6、 私 は 、 こ の 子 と い て 幸 せ だ 」、 「7、 私 は 、 こ の 子 の こ と が

だ い す き だ 」、 「5、 こ の 子 の こ と は 、 信 頼 し て い る 」、 「12、 私 は こ の 子 と 話 し

て い る と 楽 し い 。」で あ っ た 。親 の 子 ど も に 対 す る 思 い が 共 通 し て い る こ と か ら 、

「親 の 子 ど も に 対 す る 思 い 」 と 命 名 し た 。

第2因 子 は 、 「1、 こ の 子 は 、 だ れ よ り も 私 の こ と が 好 き だ と 思 う 」、 「2、 こ

の 子 は 、 だ れ よ り も 私 の こ と を 信 頼 し て い る と 思 う」、 「4、 こ の 子 が 何 を 考 え

て い る の か、 ど う し た い の か は 、 だ れ よ り も 私 が わ か っ て い る と 思 う 」、 「3、

こ の 子 は 、 私 と 一 緒 に い て 幸 せ だ 」 で あ っ た 。 こ れ ら の 項 目 に は 、 子 ど も が 親

を ど う思 っ て い る の か を 取 り 上 げ て い る の で 、「子 ど も の 親 に 対 す る 思 い 」 と 命



名 し た 。

第3因 子 は 、 「10、 こ の 子 に 、 私 は よ く お 手 伝 い を た の む 」、 「11、 私 は こ の

こ と よ く相 談 す る」、 「9、 こ の 子 に 、 私 は よ く注 意 す る 」、 「8、 こ の 子 は 、 私

の気 持 ち が よ く わ か る と思 う」 で あ っ た。 こ れ らの 項 目に は 、 子 ど も と の 関 係

の様 子 が 共 通 して い る こ とか ら 、 「子 ど も との 日常 的 な 関係 」 と命 名 した 。

2、 親 子 間 の 信 頼 に 関 す る 尺 度 内 相 関

親 子 間 の 信 頼 に 関 す る尺 度 の 下位 尺 度 の 相 関 に 関 す る 結 果 をTable7に 示 し

た。 「親 の 子 ど も に 関 す る思 い 」 と 「子 ど もの 親 に 対 す る思 い 」 に は 、1%水 準

の 強 い相 関 が 見 られ た 。ま た 、こ の 相 関 は 、2回 目 も 同 じ く 強 い 相 関 に な っ た 。

1回 目 も2回 目 も相 関 関 係 は あ る が 、 子 育 て の 語 りそ の も の は 、 相 関 に 影 響 し

な い こ とが 分 か る。 つ ぎ に 、「親 の 子 ど も に 対 す る 思 い 」 と 「子 ど も の 日常 的 な

関 係 」 で は 、5%水 準 で や や 強 い 相 関 が1回 目 に は 見 られ た が 、2回 目は 相 関

係 数 が 下 が り、 相 関 の 強 さ は 見 られ な か っ た 。 子 育 て の 語 り に よ り、 親 の 子 ど

も に 対 す る 思 い が 子 ど も と の 日常 的 な 関 係 と は 別 に 捉 え られ る よ うに な り切 り

離 して 考 え られ る よ う に な っ た こ とが 考 え られ 、 親 の 思 い の 押 しつ け が す く な

くな っ た の で は な い だ ろ うか 。「子 ど も と の 日常 的 な 関係 」 と 「子 ど も の 親 へ の

思 い 」 は 、1回 目 も2回 目 も有 意 な 相 関 関係 は 見 られ ず 、 子 育 て の 語 りに よ る

影 響 が な い こ とが 分 か っ た 。

3、 親 子 間 の信 頼 に 関 す る 尺 度 のt検 定

母 親 に 対 す る親 子 間 の信 頼 に 関 す る 尺 度 得 点 に つ い て 質 問 紙 は2回 行 い 、 対



応 の あ るt検 定 を行 っ た 。

結 果 は 、Table8に 示 す 通 り、 どの 尺 度 で も有 意 差 は 見 られ な か っ た 。 し た

が っ て 、親 子 間 の 信 頼 に 関 す る 尺 度 で は 、子 育 て の 語 り に よ る 平 均 点 の 変 化 は 、

見 られ ず 親 子 間 の 信 頼 関 係 は 変 わ らな か っ た 。

第4節 子 育 て の 語 り の 効 果 に つ い て

1、 子 育 て の 語 り の 効 果 の 因 子 分 析

子 育 て の 語 り の 効 果 の 項 目 は 、 子 育 て の 語 り の 場 面 を 想 定 し て 語 り の 効 果 測

定 を 行 うた め の 質 問 項 目 で あ る 。

探 索 的 な 因 子 分 析 で は 、固 有 値 が1.0を 超 え る 因 子 数 が 「3」 で あ っ た の で 、

主 因 子 法 、プ ロ マ ッ ク ス 回 転 、因 子 固 定 「3」 で 因 子 分 析 を 行 っ た 。結 果 をTable

9に 示 す 。

第1因 子 に は 、11,12,13,10,9,3,5の7項 目 が 、 第2因 子 に は 、8,

6,22,20,14,7,19の7項 目 が 、 第3因 子 に は 、16,17,15,18,4,

21の6項 目 が 抽 出 さ れ た 。第1因 子 の 因 子 負 荷 で.40以 下 と な る 項 目 は 、「5、

改 め て 子 ど も の 成 長 を 実 感 し ま し た か 」 の 因 子 負 荷 が.37で あ っ た の で 、7項

目 と 「5」 を 抜 い た 項 目 で 、 α係 数 を 求 め た と こ ろ 、7項 目 で は α＝.91、6項

目 で は α＝.92と な る こ と か ら 「5、 」 を 削 除 し た 。 第2因 子 で は 、 す べ て の 項

目 で.40以 上 で あ る こ と か ら 、7項 目 で α係 数 を 求 め α＝.83と な っ た 。 ま た 、

第3因 子 で は 、 「4」.38、 「21」.22で あ る こ と か ら 、 因 子 負 荷 の 低 い 「21お

子 さ ん の メ モ を 取 る 様 子 を 気 に か け な が ら 話 し ま し た か 」 と 「4、 子 育 て の 楽

し い 思 い 出 は 語 れ ま し た か 」 の 入 っ た6項 目 と 「21」 と 「4」 を 抜 い た4項 目

で α 係 数 を 求 め た 。 結 果 、6項 目 で は 、 α＝.68、4項 目 で は α＝.76と な り 、

6項 目 が 低 い こ と か ら 「21」 と 「4」 を 削 除 し た 。 結 果 をTable9に 示 す 。

第1因 子 は 、 「11、 お 子 さ ん と の 関 係 は 深 ま っ た と 思 い ま す か 」 「12、 語 る こ

と で 、 こ れ ま で の 子 育 て に 改 め て 自 信 が 持 て ま し た か 」 「13、 語 る こ と で 、 子

育 て を こ れ か ら も 頑 張 っ て い こ う と い う気 持 ち が 、 わ い て き ま し た か 」 「10、

お 子 さ ん は 、話 を 聞 く事 で 自 分 に 自 信 が 持 て た と 思 い ま す か 」 「9、 お 子 さ ん は

話 を 聞 い て 、自 分 が 大 切 に 育 て ら れ て い る こ と を 感 じ と っ た と 思 い ま す か 」「3、

大 き く な っ て き た 様 子 を 十 分 語 る こ と は で き ま し た か 」 の6項 目 で 、 母 親 の 子

育 て に 対 し て のエン パ ワ ー に つ い て の 項 目 で あ る こ と か ら 「語 り に よ るエン パ

ワ ー メ ン ト」 と 命 名 し た 。

第2因 子 は 、 「8、 子 育 て の 相 談 を し た 経 験 を 思 い 出 し ま し た か 」 「6、 子 育

て の 中 で 忙 しか っ た 思 い 出 は 語 れ ま し た か 」 「22、 お 子 さ ん に 話 を 聞 い た 後 の

感 想 を 聞 き ま し た か 」 「20、 お 子 さ ん の 話 を 聞 い て い る 様 子 は 気 に な り ま し た



か」 「14、 語 る こ とで 、今 ま で の 子 育 て に対 して 新 しい 見 か た が で き ま した か 」

「7、 子 育 て に 協 力 して も ら っ た 人 の こ と は 思 い 出 し ま した か 」 「19、 お 子 さ

ん に わ か りや す く話 す 工 夫 を しま した か 」 の7項 目で は 、 子 育 て に つ い て の こ

れ ま で を思 い 出 す 項 目で あ る こ とか ら 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 と命 名 した 。

第3因 子 は 、 「16、 お 子 さん は 話 を 聞 い て い る 時 に い ろ い ろ 質 問 しま した か 」

「17、 お 子 さ ん は話 を 聞 い た 後 で 質 問 し ま した か 「15、 お 子 さ ん は 興 味 を持 っ

て 話 を 聞 き ま した か 」 「18、 お 子 さ ん に 話 した 内 容 は う ま く伝 わ っ た と思 い ま

す か 」 の4項 目で 、 語 りの 場 面 に 関 す る 項 目が 多 い こ と か ら 「語 りの 場 面 で の

や り取 り」 と命 名 した 。

3つ の尺 度 に つ い て は 、 語 りの 場 面 で の こ と、 そ して 親 の 語 りの 場 面 で の 配

慮 や 気 づ き に つ い て の 内 容 に な っ て い た 。 これ ら の 質 問 は 「子 育 て の 語 り」 の

後 で と られ た2回 目 に の み 実 施 した 質 問 項 目 で あ る が 、 語 りの 前 の1回 目 との

関係 が あ る 部 分 も あ る の で 、 そ の 点 に つ い て も 関 係 を 調 べ た い と 考 え た 。

2、 子 育 て の語 りの効 果 の 尺 度 内 相 関 に つ い て

子 育 て の 語 りに 関 す る質 問 項 目 の 尺 度 内相 関 に つ い て は 、Table10に 示 した。

「語 りに よ るエン パ ワー メ ン ト」 と 「語 りの 場 面 で の や り取 り」 で は 、 強 い 相

関 が 見 られ た。



この 結 果 よ り 「場 面 で の や り取 り」が よ り活 発 で あ れ ば 、「語 りに よ るエン パ ワ

ー メ ン ト」 の得 点 が 高 く な る と 考 え られ る 。 親 は 語 りの 場 面 で 子 ど も との や り

取 りが積 極 的 で あ れ ば 、 子 育 て に 対 して ポ ジ テ ィ ブ に 向 き 合 う こ と が で き る と

い う こ とが 分 か る。

第5節 子 育 て の 語 りの 効 果 と子 育 て に 関 す る 省 察 尺 度 、親 子 の 信 頼 感 に 関 す

る尺 度 の 尺 度 間 の 関 連

子 育 て に 関 す る省 察 尺 度 、 親 子 の 信 頼 感 に 関 す る 尺 度 、 そ して 、 子 育 て の 語

りの 効 果 の 相 関 を 見 た。Table11が1回 目、Table12が2回 目の 子 育 て に 関 す

る省 察 尺 度 と親 子 の 信 頼 感 尺 度 と子 育 て の 語 りの 効 果 尺 度 の 相 関 係 数 を 求 め た

結 果 で あ る。

1,1回 目の 子 育 て の語 り の 効 果 と子 育 て に 関 す る 省 察 尺 度 、親 子 の 信 頼 感 に 関

す る尺 度 の相 関

Table11で 、強 い 相 関 が 見 られ る の は 、「子 ど も の 受 け 止 め 方 」 と 「子 育 て の

苦 労 の 語 り」 の 相 関 、「子 育 て の 他 者 の 影 響 」 と 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 の 相 関

で あ った 。 子 育 て の 語 りの 前 の 関 係 に お い て これ か ら語 り始 め る こ と に つ い て

子 ど も が ど ん な 反 応 を す る の か と い うこ と に親 と し て 関 心 が あ っ た こ と が 考 え

られ る。「子 育 て の 苦 労 の 語 り」は 、子 育 て の 相 談 や 子 育 て 中 の 忙 し さ に つ い て

問 う質 問 項 目で あ る の で 、 語 りの 前 の 親 と して は 内 容 を含 め て どの よ うに 話 し

て行 こ うか と考 え る機 会 に な っ た と 考 え られ る。 次 に 「子 育 て の 他 者 の 影 響 」

と 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 の 相 関 に つ い て は 、「子 育 て の 他 者 の 影 響 」 は 、子 育

て の 中 で 、 他 の 人 の子 育 て の 様 子 や 話 か ら 自分 の 子 育 て に つ い て の 気 づ き や 方

針 の 変 更 に つ い て 考 え る 項 目 で あ る の で 、「子 育 て の 苦 労 の 語 り」の 内 容 と関 係

性 が 強 ま っ た の だ と考 え られ る 。

や や 強 い相 関 が あ る の は 、「子 ど もの 特 性 」へ の 省 察 と 「子 ど も との 日常 的 な

関係 」、「語 りに よ るエン パ ワ ー メ ン ト」で あ っ た 。ま た 、「子 ど も の 受 け 止 め 方 」

と 「子 ど も の 日常 的 な 関 係 」 で もや や 強 い 相 関 が あ っ た 。 こ こ か ら考 え られ る



こ とは 、 子 ど もの 特 性 に 注 目す る こ と で 日常 的 な 親 子 の 関 係 が よ く な っ て い く

こ とや 子 ど も の 特 性 をつ か む こ とが 親 の 子 育 て の 考 え 方 につ な がり 親 をエン パ

ワー して い く と考 え られ る 。 ま た 、「子 ど も と の 日常 的 な 関 係 」 と 「子 ど も の 受

け止 め 方 」 は 、 日常 的 な 子 ど も との 関 係 が うま くで き て い れ ば 、 子 ど も も親 の

こ とを 肯 定 的 に 見 て い る と考 え られ る。

2,2回 目の 子 育 て の 語 り の 効 果 と子 育 て に 関 す る省 察 尺 度 、 親 子 の 信 頼 感 に

関 す る尺 度 の 相 関

Table12に つ い て 見 て い く と 、 親 が 子 育 て の 様 子 を 話 した 後 の 結 果 で あ り、

「語 りに よ るエン パ ワ ー メ ン ト」 と 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 で の 対 応 」 へ の

省 察 、 「親 と して の 在 り方 」、 「子 ど も の 特 性 」 へ の 省 察 に 強 い 相 関 が 出 て い る 。

子 ど も との 日常 的 な コ ミュ ニ ケ ー シ ョン へ の 省 察 場 面 で の や り と り に 関 心 を 持

つことや 、 親 と して の在 り方 に つ い て 考 え る こ と、 子 ど も の い い と こ ろや 個 性

に つ い て 見 て い く こ とが 、親 のエン パ ワー に つ な が る と い うこ とが 考 え られ る 。

ま た 、「語 りの 場 面 で の や り取 り」 と 「親 と して の 在 り方 」で も強 い 相 関 が 見 ら

れ る。 これ か ら話 を し よ う とす る親 が 語 りの 場 面 で の や り取 りが うま く で き れ

ば 、 親 と して の 在 り方 も 良 い 方 向 へ 向 か うで あ ろ う とい う考 え で あ る と い う こ

とで は な い だ ろ うか 。

や や 強 い 相 関 と して は 、「語 りに よ るエン パ ワ ー メ ン ト」 と 「子 ど も の 言 動 へ

の 関 心 」 へ の 省 察 が あ る 。 強 い 相 関 で 見 られ た 親 の 子 育 て に 対 す るエン パ ワー

につ な が る 尺 度 と して 「子 ど も の 言 動 へ の 関 心 」 も含 ま れ る の で は な い か と考

え る 。 そ の他 の や や 強 い 相 関 は 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 と 「子 育 て の 他 者 か ら

の影 響 」 と の 関 係 に あ る。 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 は 、母 親 が 子 育 て の 様 子 を思

い 出 す こ とが 内 容 とな っ て い る 、 そ こ に は他 者 か ら の 助 言 や 協 力 な どか らお 互

い の 因 子 に つ い て の 関 係 が 強 く な っ た こ とが 考 え られ る。 も う一 つ のや や 強 い

相 関 は 、「子 ど もの 受 け止 め 方 」 と 「子 ど も との 日常 的 な 関 係 」 で あ る 。子 ど も

た ち が どの よ う に子 育 て の 話 を 聞 い た の か につ い て は 、 親 子 の 日常 的 な 関 係 と

関係 が あ る とい う こ とで あ る。

3,1回 目 の相 関 と2回 目 の 子 育 て の 語 り の 効 果 と子 育 て に 関 す る 省 察 尺 度 、

親 子 の信 頼 感 に 関 す る 尺 度 の 相 関 の 比 較

Table11、Table12の 比 較 を行 っ た 。1回 目の 相 関 関 係 で は 、「子 育 て の 語 り」

との 関係 で 強 い 相 関 が 見 られ た が 、2回 目 は 、 「語 りに よ るエン パ ワー メ ン ト」



との 関係 で 強 い 相 関 が 見 られ る よ う に な っ た。 こ の 変 化 は 、 親 の 関 心 を 持つ 項

目の 変 化 と考 え られ る。 語 る 前 は 、 子 育 て の 語 りを どの よ うに す る の か に つ い

て 関 心 が 強 く、 子 育 て の 語 りの 後 は 、 語 りに よ るエン パ ワ ー メ ン トが 行 わ れ て

強 い 相 関 の項 目が 現 れ た と考 え る 。 強 い 相 関 の あ る尺 度 は 、1回 目 と2回 目 が

重 な る も の が な か っ た こ とか ら、 語 りの 前 と後 で は 関 心 を 持 つ 項 目が 変 化 した

と考 え る。

や や 強 い 相 関 の 変 化 に つ い て は 、1回 目に あ っ た や や 強 い 有 意 な相 関 が2回

目に は な くな っ た の は 「子 ど も の 特 性 」 と 「子 ど も との 日常 的 な 関 係 」 で あ っ

た。 次 に相 関 が 強 く な っ た の は 、「子 ど も の 特 性 」 と 「語 りに よ るエン パ ワ ー メ

ン ト」 で あ る。 や や 強 い 相 関 か ら強 い 相 関 に 変 化 して い る。 子 ど も そ れ ぞ れ の

長 所 や 短 所 に 関 心 を 持 つ こ とな どが 、 母 親 の 子 育 て の 姿 勢 を前 向 き に す る と 考

え られ る。 ま た 、「子 育 て の 他 者 か ら の 影 響 」 と 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 は 、1

回 目に は 強 い 相 関 で あ っ た も の が 、2回 目で は や や 強 い 相 関 に な っ て い る。 子

育 て の 語 りを 行 うこ とが 他 者 か らの 影 響 と こ れ ま で の 子 育 て の 苦 労 の 間 の 影 響

が 弱 くな っ た と考 え られ る。 こ れ は 、 前 記 の 「子 ど も の 特 性 」 と 「語 り に よ る

エンパ ワー メ ン ト」 が や や 強 い 相 関 か ら強 い相 関 に 変 化 し て い る こ と との 関 係

と相 反 す る変 化 で あ る と考 え る 。 そ して 、1回 目 に は な か っ た 有 意 で な い 相 関

が2回 目に 有 意 に な っ て 表 れ た の は 、「子 ど も の 言 動 へ の 関 心 」 と 「語 りに よ る

エンパ ワー メ ン ト」 の 相 関 で あ る。 母 親 は 子 育 て の 語 りを 行 う こ と で 、 子 ど も

の言 動 に 関 心 を も ち 自身 の 子 育 て に 対 す る 考 え を 強 め て い っ た と 考 え る。

4、 親 子 の 信 頼 感 に 関 す る 尺 度 と子 育 て の語 りの 効 果 と の 相 関

親 子 の信 頼 感 に 関 す る 尺 度 と子 育 て の 語 り効 果 尺 度 と の 相 関 に つ い て1回 目

はTable13、2回 目はTable14が 結 果 で あ る。

1回 目の 高 い相 関 を示 す 尺 度 は 、 「語 りに よ るエン パ ワ ー メ ン ト」 と 「親 の 子

ど も に対 す る 思 い 」、 「語 りの 場 面 で の や り取 り」 で あ っ た 。 や や 強 い 相 関 は 、

「語 りの 場 面 で のや り取 り」 と 「親 の 子 ど も に 対 す る 思 い 」「子 ど も の親 に 対 す

る思 い 」 で あ っ た 。

2回 目の 高 い 相 関 を 示 す 尺 度 は 「語 りに よ るエン パ ワ ー メ ン ト」 と 「語 りの

場 面 で の や り取 り」 と 「親 の 子 ど も に 対 す る 思 い 」 で あ っ た 。 そ して 、「子 育 て



の 苦 労 と語 り」 と 「子 ど も との 日常 的 な 関 係 」 も 強 い 相 関 が 見 られ た 。 ま た や

や 強 い相 関 は 、 「語 りに よ るエン パ ワ ー メ ン ト」 と 「子 ど も の 親 に 対 す る 思 い 」

で あ っ た。

1回 目 と2回 目の 比 較 で は 、高 い 相 関 の 尺 度 で 変 わ らな い 関係 は 、「語 りの 場

面 で のや り取 り」 と 「親 の 子 ど も に 対 す る 思 い 」 で あ っ た 。 相 関 係 数 が 上 が っ

た 尺 度 は 、「語 りの 場 面 で の や り取 り」と 「子 ど も の 親 に 対 す る 思 い 」で あ っ た 。

そ して 、「子 育 て の 苦 労 と語 り」 と 「子 ど も との 日常 的 な 関 係 」 が 有 意 な 相 関 が

見 られ な い 状 態 か ら強 い 相 関 に な っ た 。

強 い相 関 が や や 強 い 相 関 に な っ た の は 、「語 りのエン パ ワー メ ン ト」 と 「子 ど

もの 親 に対 す る 思 い 」で あ った 。 「語 りの 場 面 で の や り取 り」 と 「子 ど も の 親 に

対 す る思 い 」 は 、 や や 強 い 相 関 が あ っ た も の が 弱 く な っ た 。

1回 目 と2回 目 の 間 に 行 わ れ た 親 の 子 育 て の 語 りに よ る 相 関 の 変 化 が 考 え ら

れ る。 全 体 と して1回 目 は 「語 り に よ るエン パ ワ ー メ ン ト」 と の 関 係 で 「親 の

子 ど もに 対 す る思 い 」 や 「子 ど もの 親 に 対 す る 思 い 」 が 強 い 相 関 に な っ て い る

が 、2回 目は 、「子 育 て の 苦 労 と語 り」 と 「子 ど も と の 日常 的 な 関係 」 に 相 関 の

関係 が ひ ろ が っ て い る 。

第6節 子 育 て の 語 りの 効 果

1、 子 育 て の 自 己 評 価 に よ る 高 群 と低 群 の 分 類

「1、 語 る前 に 、これ ま で の 子 育 て は うま く い っ て い る と思 っ て い ま した か 」

「2、 語 る前 に 、 これ ま で 子 育 て を が ん ば っ て き た こ と に 自信 を も っ て い ま し

た か 」 の2項 目 に つ い て 、 こ れ ま で の 子 育 て を ど の よ う に考 え て き た か に つ い

て 分 類 す る得 点 基 準 に す る た め 抜 き 出 し残 りの20項 目で 因 子 分 析 や 相 関 係 数

を 求 め て き た 。

2項 目の 得 点 合 計 の 平 均 値(M＝6.09,SD＝1.62)に よ っ て 対 象 を 低 群 ・高

群 の2群 に 分 類 した 。 得 点6以 下 の デ ー タ を低 群n＝24、 得 点7以 上 の デー

タ を高 群n＝21と した 。

2、 子 育 て の 自 己 評 価 の 低 群 ・高 群 に よ るt検 定 の 比 較

子 育 て の 自 己評 価 に つ い て の 項 目は 、これ ま で の 自分 の 子 育 て に 対 して 母 親 が 、

子 育 て は うま くい っ て い る と思 うか、 子 育 て を頑 張 っ て き た こ と に 自信 が 持 て



て いる か、 つ ま り成 功 体 験 と して い る の か、 自 分 の 頑 張 り を評 価 して い る か に

つ い て 聞 い た 質 問 項 目で あ る。

低 群 の平 均値 とt検 定 の 結 果 をtable15に 示 す 。 低 群 は 、 語 りの 前 後 で 有 意

な差 は 見 られ な か っ た 。 得 点 の 平 均 値 で は 、子 育 て の 語 りに よ る 得 点 平 均 の 変

化 が 見 られ な か っ た。

次 に 高 群 の結 果 をtable16に 示 す 。高群 で は 、1%水 準 で 「親 と して の 在 り方 」

尺 度 得 点 の 平 均 に 有 意 差 が 見 られ た 。 ま た 、5%水 準 で 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

場 面 で の 対 応 」 に 平 均 値 に 有 意 な 差 が 見 られ た 。

高 群 の 得 点 が 高 い こ とは 、 これ ま で の 子 育 て は う ま く い っ て い て よ く頑 張 っ

た と考 え て い る親 の 考 え で あ り、 得 点 が 低 い とい う こ と は 、 こ れ ま で の 子 育 て

は 、 あ ま り うま くい っ て い おら ず 、 頑 張 っ た と は 思 え て い な い と い う親 の 考 え

で あ る。

t検 定 で は 、 高 群 の 親 に の み 有 意 な 差 が 認 め られ た 。1回 目 と2回 目の 間 で

行 わ れ た子 育 て の 語 りに よ る 差 で あ る こ とが 考 え られ る。 「親 と して の 在 り方 」

と 「コ ミ ュニ ケ ー シ ョン 場 面 で の 対 応 」 の 平 均 点 は 上 が っ た 。

高 群 の親 は 、 「親 と して の 在 り方 」 と 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 場 面 で の 対 応 」

に 関 す る省 察 の得 点 が あ が り、 よ く省 察 す る よ うに な っ た と考 え られ る。 そ し

て 、 低 群 は 、 子 育 て の 語 りが 省 察 得 点 に 変 化 を 与 え る こ と が な か っ た と考 え ら

れ る。

2、 子 育 て の 自 己評 価 の 低 群 ・高 群 に よ る 相 関 の 比 較

子 育 て の 自 己評 価 の 項 目 は 、 これ ま で の 自分 の 子 育 て に 対 し て 母 親 が 成 功 体

験 と して い るの か、 自分 の 頑 張 り を評 価 して い る か に つ い て 聞 い た 質 問 項 目で

あ る 。 そ の 得 点 の 低 群 ・高 群 で の 相 関 係 数 を 算 出 した 。

1－1子 育 て の 自 己評 価 の 低 群 の 相 関

低 群 の結 果 に つ い てTable17に 示 す 。

子 育 て に 関 す る 省 察 尺 度 の 下 位 尺 度 相 関 は 、 ど の 尺 度 間 で も 強 い 相 関 が1回

目 も2回 目 も算 出 され た 。 低 群 の 母 親 の 子 育 て 省 察 に対 す る 下 位 尺 度 間 の 関係

は 強 く、 そ れ は 子 育 て の 語 り よ る 変 化 な く最 初 も相 関 が 強 く 、 子 育 て の 語 りの

後 も変 わ らな か っ た 。

次 に 、親 子 間 の 信 頼 に 関 す る 尺 度 の1回 目は 、 ど の 下 位 尺 度 と も 強 い 相 関 が



見 られ な い 。 しか し、2回 目は 、 尺 度 内相 関 が い ず れ も 高 くな っ た 。

子 育 て に 関 す る省 察 尺 度 との 相 関 は 語 りの 前 は何 れ と も 有 意 な 相 関 が 見 られ

な か っ た が 語 りの 後 は 、「子 ど も との 日常 的 な 関 係 」と の 間 に相 関 が 見 られ る よ

うに な っ た 。

「コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 で の 対 応 」 「親 と し て の 在 り方 」 「子 ど も の 特 性 」

「子 ど もの 受 け 止 め 方 」 の 下 位 尺 度 と の 相 関 は 、1回 目強 い 相 関 は 見 られ な か

っ た が 、2回 目は や や 強 い 相 関 が 算 出 され た 。 子 育 て の 語 りが 、 これ らの 相 関

を強 め た と考 え られ る。

子 育 て の 語 りの 効 果 の 下 位 尺 度 は 、「語 り に よ るエン パ ワ ー メ ン ト」との 関係

で は 、「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」 が 、1回 目 も2回 目 も 強 い 相 関 が 見 られ 、語

りに 関係 な く常 に強 い 関 係 の あ る 尺 度 で あ る こ とが 示 され た 。ま た 、「語 りに よ

るエン パ ワー メ ン ト」 との 関 係 で 、「他 者 の 対 応 の 観 察 」 と 「親 の 子 ど も に 対 す

る思 い 」 は1回 目に や や 強 い 相 関 が あ っ た が 、2回 目の 結 果 で は 有 意 な 相 関 が

見 られ な か っ た 。「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン 場 面 で の 対 応 」 は 、1回 目は 強 い 相 関 が

見 られ な か っ た が 、2回 目 は 強 い 相 関 が 示 され た 。 子 育 て の 語 り以 前 は 、 他 者

との 関係 や 、 自分 の 子 ど も に 対 す る思 い と子 育 て をエン パ ワ ー す る こ とに 関 係

が あ っ た が 、語 りの 後 は 、 自分 自身 の 子 ど も と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン 場 面 で の

様 子 にエン パ ワー され て い る 母 親 の 姿 が 示 され た 。 よ り具 体 的 な コ ミ ュニ ケ ー

シ ョ ン場 面 で の 省 察 が 語 りの 効 果 に 関 連 が あ る と考 え られ る。

しか し、 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 で の 対 応 」 と 「子 ど も の 特 性 」 は 、1回 目

は強 い 相 関 が 見 られ な か っ た が 、2回 目は や や 強 い 相 関 が 算 出 され 子 育 て の 語

りの 影 響 が観 測 され た 。 省 察 と語 りの 効 果 に 関 連 が あ る こ とが 示 され た 。



「語 りの場 面 で のや り取 り」と省 察 で は 、有 意 な 強 い 相 関 は 見 られ な か っ た 。

や や 強 い 相 関 は 「親 の 子 ど もに 対 す る思 い 」 と 「子 ど も の 親 に 対 す る 思 い 」 に

1回 目は見 られ た 。 しか し、2回 目の 結 果 は 「親 の 子 ど も に 対 す る思 い 」 の 結

果 は 同 様 で あ っ た が 、「子 ど も の親 に 対 す る思 い 」は 、強 い 相 関 は 見 られ な く な

っ た 。 子 育 て の 語 りは 、 語 りの 場 面 で の や り と りで 、 母 親 の 子 ど も に 対 す る思

い に は 変 わ りの な い も の の 、 子 ど もが 母 親 に 対 して 抱 く感 情 に つ い て 考 え る こ

とに 変 化 を与 え て い る こ と が 分 か る。

1－2子 育 て の 自 己 評 価 の 高 群 の相 関

子 育 て の 自己 評 価 の 高 群 の 相 関 に つ い てTable18に 示 した 。

高 群 で は 、 子 育 て の 省 察 に 関 す る 下 位 尺 度 間 の相 関 は 高 い 相 関 に ば らつ き が

あ る。

親 子 間 の信 頼 尺 度 の 下 位 尺 度 間 相 関 は 、 語 りの 前 も後 も 有 意 な 相 関 は 全 くみ

られ な か っ た。 ま た 、 高 群 に お い て は 省 察 と親 子 の 信 頼 に 関 連 が な い こ とが 示

され た。

子 育 て の 語 りの 効 果 尺 度 で は 、「語 りに よ るエン パ ワー メ ン ト」で 高 い 相 関 を

示 す も の は1回 目 も2回 目 も な い 。 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 で は 、 「子 ど も の 受

け 止 め方 」、 「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」 に 強 い 相 関 が 見 られ た が 、2回 目の 結

果 は 、強 い 相 関 が 見 られ な くな っ た。ま た 、「子 育 て の 苦 労 の 語 り」2回 目 で は 、

「子 ど も と の 日常 的 な 関 係 」に お い て 、1回 目 に は な か っ た 強 い 相 関 が 表 れ た 。

1－3子 育 て の 自己 評 価 の 低 群 と高 群 の相 関 の 比 較

子 育 て の 自 己評 価 の 低 群 と 高 群 の 相 関 に つ い て み て き た 。 両 群 に は 、 特 徴 的

な相 関 の現 れ 方 が あ る の で そ の 点 に つ い て 述 べ た い 。

ま ず 、低 群 で は 、 子 育 て に 関 す る省 察 尺 度 の 下 位 尺 度 内 に お い て 、 ど の 尺 度



間 に も強 い相 関 が み られ 、 そ の 相 関 関 係 は 子 育 て の 語 りの 後 も依 然 続 く。 相 関

係 数 は 、や や 上 昇 す る も の 、 や や 下 降 す る もの も あ る が 、 全 体 と して 強 い 相 関

は維 持 され る。

しか し、高 群 で は 、強 い 相 関 を 示 す 下位 尺 度 間 の 関 係 は 少 な く、「子 ど も の 特

性 」、「子 ど もの 受 け 止 め 方 」「子 育 て の 対 応 の 観 察 」 との 相 関 に 集 中 す る。 そ の

傾 向 は プ ロ グ ラ ム の 前 も 後 も 同 じ傾 向 で あ っ た 。

これ らの 変 化 か ら、 低 群 の これ ま で の 子 育 て の 自 己 評 価 の 低 か っ た 母 親 は 、

1回 目の 省 察 と2回 目の 省 察 い ず れ に も 、 わ が 子 の 子 育 て に い ろ い ろ な 関 心 や

注 意 を払 お う と して い る こ と が わ か る 。 ま た 、 高 群 で は 、 これ ま で の 子 育 て に

自己 評 価 の 高 い 母 親 で あ る の で 、 親 自身 の こ と よ り も子 ど も の 様 子 や 他 者 と の

関係 か ら自分 の 子 育 て を 考 え る こ と が 多 く、 語 りに よ る 変 化 は 小 さ い の で は な

い か と考 え られ る。

親 子 の 信 頼 に 関 す る 下 位 尺 度 で は 、 低 群 で は 全 く相 関 が 見 られ な か っ た も の

が 子 育 て の 語 りの 後 は 、特 に 、「子 ど も との 日常 的 な 関 係 」に 強 い 相 関 が 見 られ

る よ うに な っ た 。 これ は 、 子 育 て の 語 り に よ る 変 化 で あ る と考 え る。 語 り に よ

って 、親 が 「子 ど も との 日常 的 な 関 係 」 に 関 心 や 注 意 を 払 お う と して い る こ と

が わ か る。 そ れ に対 して 、 高 群 で は 、1回 目 も2回 目 い ず れ に も強 い 相 関 関係

もや や 強 い 相 関 関 係 も 見 られ ず 、 子 ど も に 対 す る 見 方 が 厳 し くな っ て い る と考

え られ る。

次 に子 育 て の 語 りの 効 果 の 下位 尺 度 で は 、低 群 の 親 が 高 群 に く らべ て 大 き い 。

低 群 で は 「子 育 て のエン パ ワー メ ン ト」の 関 係 に お い て 、「他 者 の 対 応 の 観 察 」、

「親 の子 ど も に対 す る思 い 」に 強 い 相 関 や や や 強 い 相 関 が み られ て い た もの が 、

「コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン場 面 で の 対 応 」 や 「子 ど も の 特 性 」 に 強 い 相 関 や や や 強

い 相 関 が 見 られ る よ うに な っ て い る。 他 者 や こ れ ま で の 子 ど も に 対 す る 信 頼 感

に 向 い て い た 関 心 が 、 母 親 自身 の 子 育 て 場 面 で の 子 ど も 対 す る語 りか け や 、 子

ど もそ れ ぞ れ が 持 つ 特 性 に 目 を 向 け よ う と して い る の で は な い だ ろ うか 。「子 育

て の 苦 労 の 語 り」 に お い て も傾 向 は 同 じよ うで 、1回 目 は 「子 育 て の 他 者 か ら

の影 響 」や 、「他 者 の 対 応 の 観 察 」に 強 い 相 関 が 見 られ た も の が 、2回 目 は 分 散

し 「コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 で の 対 応 」 と 「子 ど も の 特 性 」 もや や 強 い 相 関 を

示 す よ うに な り 「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」 と 「他 者 の 対 応 の 観 察 」 も 強 い相

関 か らや や 強 い 相 関 に 変 化 し て い る 。 こ こで も 、 他 者 か ら 自分 自身 や 子 ど もの

こ と に 関 心 が 売 っ て い る こ と が 推 測 で き る 。高 群 に は そ う した 状 況 は 見 られ ず 、

「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 との 相 関 で 、1回 目 「子 ど も の 受 け 止 め 方 」 と 「子 育

て の他 者 か らの 影 響 」 に 高 い 相 関 が 見 られ た が 、2回 目は 「子 ど も と の 日常 的

な 関係 」 に 強 い 相 関 が うつ っ て い る。 高 群 の 子 育 て の 語 りに よ る 変 化 は 、 語 る

前 は省 察 に 下 位 尺 度 に 関 心 が 向 い て い た が 、語 りを 終 え る と 内 省 よ りも 子 ど も

との 関係 に 関 心 が 移 っ た の で は な い か と考 え る。

4、 子 育 て の 語 りの 効 果 と子 育 て に 関 す る 省 察 の 重 回 帰 分 析

子 育 て の 語 りの 効 果 尺 度 に つ い て 、 親 の 省 察 との 関 係 を よ り詳 し く見 る た め

に 重 回帰 分 析 を行 っ た 。



重 回 帰 分析 で は 、 変 数 間 の 因 果 関 係 を 明 らか に す る こ と が で き る た め 、 基 準

変 数 と して子 育 て の 語 りの 効 果 を、 説 明 変 数 と して 子 育 て に 関 す る省 察 尺 度 の

下 位 尺 度 で行 っ た。 基 準 変 数 は 「語 りに よ るエン パ ワー メ ン ト」・「子 育 て の 苦

労 の 語 り」・「語 りの 場 面 で の や り取 り」 を子 育 て の 省 察 尺 度 の7つ の 下 位 尺 度

を説 明変 数 と して 投 入 した 。 そ れ ぞ れ 、 子 育 て の 語 り前 を1回 目 、 子 育 て の 語

りの 後 を2回 目 と して 実 行 し た 。 解 析 は ス テ ップワ イ ズ 法 に よ る もの で あ る。

低 群 の結 果 をTable19に 示 す 。

低 群 で1回 目 「語 りに よ るエン パ ワ ー メ ン ト」 を 基 準 変 数 とす る 分 析 で は 、

ス テ ップ ワイ ズ 法 で 分 析 した と こ ろ 、「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」の み 回 帰 式 に

投 入 され た 。 た だ し、R＝.567、R2＝.321と 高 い 相 関 が 見 られ 、 説 明 率 の 高 い

単 回 帰 式 が 得 られ た と言 え る 。 ま た 投 入 され た 「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」 の

回 帰 係 数 β＝.424(標 準 化 β＝.567)で 、1%水 準 で 回 帰 係 数 が 有 意 で あ る こ と

が 確 認 され た 。 低 群 で1回 目 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 を 基 準 変 数 とす る分 析 で

は 、ス テ ップ ワ イ ズ 法 で 分 析 した と こ ろ 、「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」の み 回 帰

式 に投 入 され た 。 た だ し、R＝.530、R2＝.281と 高 い 相 関 が 見 られ 、 説 明 効 率

の 高 い 単 回 帰 式 が 得 られ た と言 え る。 ま た 投 入 さ れ た 「子 育 て の 他 者 か らの 影

響 」の 回 帰 係 数 β＝.560(標 準 化 β＝.530)で 、1%水 準 で 回 帰 係 数 が 有 意 で あ

る こ とが確 認 され た 。

低 群 で2回 目 「語 りに よ るエン パ ワー メ ン ト」 を 基 準 変 数 とす る分 析 で は 、

ス テ ップ ワイ ズ 法 で 分 析 した と こ ろ 、「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 で の 対 応 」の み

回 帰 式 に 投 入 され た 。 た だ し、R＝.541、R2＝.292と 高 い 相 関 が 見 られ 、 説 明

効 率 の 高 い 単 回 帰 式 が 得 られ た と言 え る。 ま た 投 入 され た 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン場 面 で の 対 応 」 の 回 帰 係 数 β＝.258(標 準 化 β＝.541)で 、1%水 準 で 回 帰 係

数 が 有意 で あ る こ と が確 認 され た 。 低 群 で2回 目 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 を 基

準 変 数 とす る分 析 で は 、ス テ ップ ワイ ズ 法 で 分 析 した と こ ろ 、「コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョン 場 面 で の対 応 」 の み 回 帰 式 に 投 入 され た 。 た だ し、R＝.478、R2＝.229の

相 関 が 見 られ 、 説 明 効 率 の や や 高 い 単 回 帰 式 が 得 られ た と言 え る。 ま た 投 入 さ

れ た 「コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン場 面 で の 対 応 」の 回 帰 係 数 β＝.321(標 準 化 β＝.478)

で 、5%水 準 で 回 帰 係 数 が 有 意 で あ る こ とが 確 認 され た 。

1回 目の基 準 変 数 が 「語 りに よ るエン パ ワー メ ン ト」で あ っ て も 、「子 育 て の



苦 労 の 語 り」 で あ っ て も 、 規 定 要 因 と し て 「子 育 て の 他 者 か ら の 影 響 」 が 抽 出

され た 。 そ し て 、2回 目 は 、 基 準 変 数 が 「語 り に よ るエン パ ワ ー メ ン ト」 で あ

っ て も 、 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 で あ っ て も 、規 定 要 因 と し て 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン 場 面 で の 対 応 が 」 が 抽 出 さ れ た 。

次 に 、 高 群 をTable20に 示 す 。

高群 で1回 目 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 を 基 準 変 数 と して 、 ス テ ッ プ ワ イ ズ 法

で分 析 した と こ ろ 、「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」の み 回 帰 式 に 投 入 され た 。 た だ

し、R＝.834、R2＝.662の 相 関 が 見 られ 、 説 明 効 率 の や や 高 い 単 回 帰 式 が 得 ら

れ た と言 え る。 ま た 投 入 され た 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン場 面 で の 対 応 」 の 回 帰 係

数 β＝.871(標 準 化 β＝.715)で 、1%水 準 で 回 帰 係 数 が 有 意 で あ る こ と が 確 認

され た 。

高群 で は 、「子 育 て の 苦 労 の 語 り」が 基 準 変 数 の1回 目 の み が 回 帰 式 に 投 入 さ

れ た だ けで あ っ た 。 高 群1回 目 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 の 規 定 要 因 と して 「子

育 て の 他 者 か らの 影 響 」 が抽 出 され た。

第7節 感 想 の 記 述

語 り後 の2回 目 の調 査 で 記 入 され た感 想 を 、 低 群 ・高 群 に 分 け てTable21に

示 す 。

低 群 で は 、 これ ま で の 子 育 て を振 り返 る の に よ い 機 会 と考 え る 記 述 が 見 られ

る。 忙 しす ぎ て 忘 れ て い た り、 気 に 留 め ず に 過 ご した けれ ど 改 め て 見 て み る こ

うだ った な ど、 振 り返 る こ と で 自分 な りに 子 育 て を 見 直 して い る 記 述 で あ る 。

そ して 、 今 後 は 、 子 ど も と一 緒 に成 長 して い き た い な ど 、 親 と して の 成 長 に 目

を 向 けて い る こ とか ら 、 子 育 て の 省 察 を行 う こ と で これ ま で の 子 育 て 全 体 を 見

な お して 気 づ い た こ と が 多 か っ た と い う感 想 が 多 く 見 られ た 。

高群 で は 、個々 の 具 体 的 な 事 例 が 書 か れ て い る。 そ して 振 り返 る とい う よ り

は 、 そ の 場 面 で の 出 来 事 や 、 こ れ か らに 対 して 前 向 き な 姿 勢 が うか が え る記 述

が 多 い 。 話 す こ と の効 果 に つ い て は 評 価 して い る が 、 自分 の 子 育 て を 省 察 す る

よ りは、 語 る こ との 効 果 や 語 りの 場 面 に つ い て の 捉 え 方 を表 現 して い る。

低 群 と高群 で は 、 子 育 て の 語 りの 体 験 か ら受 け た 印 象 に そ れ ぞ れ 特 徴 が あ

り、 こ う した 印 象 の違 い は語 りが 、 母 親 のエン パ ワー メ ン トに影 響 を 与 え て い

る こ と と関連 が あ る と考 え られ る。 低 群 は 、 こ れ ま で の 子 育 て全 体 に 対 して 感



じて いる こ とを 表 現 して い る の に 対 して 、 高 群 で は 、 語 りの 場 面 に 関 す る感 想

が多 く、 場 面 に 対 して 自分 が ど う感 じた か とい う点 に 母 親 の 意 識 が 向 い て い る

こ とが 読 み 取 れ る。

第Ⅳ章 考 察 と 課 題

第1節 子 育 て の 語 りに よ る 内 省 の 変 化

1、 子 育 て の 語 り と子 育 て に 関 す る省 察 の 変 化

2年 生 の母 親 に と っ て そ れ ま で の 子 育 て を語 る こ とで ど の よ うな 内 省 的 な 変

化 を 生 む の か に つ い て 調 べ る た め に 、子 育 て に 関 す る 省 察 尺 度 の7つ の 因 子 か

ら、 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン に 関 わ る対 場 面 的 な 要 因(1次 的 省 察)と 、 内 省 の 深



ま りを示 す もの に 分 か れ る な ど内 省 に 階 層 的 な 分 類 が あ る こ と を 確 認 し た 。 し

か し、2次 的3次 的 省 察 に 分 類 す る こ と は 難 しか っ た 。

子 育 て に 関 す る省 察 の1回 目 と2回 目の 平 均 点 の 比 較(t検 定)で は 、1%

水 準 で 「親 と して の 在 り方 」 へ の省 察 が 有 意 に 増 加 した 。 こ の 尺 度 は 内 省 的 な

考 え の 下位 尺 度 で あ る こ と か ら、 母 親 の 内 省 的 な 深 ま る傾 向 の 変 化 が 起 こ っ て

い る の で こ とが わ か る。 ま た 、5%水 準 で 「他 者 の 対 応 の 観 察 」 も有 意 に 増 加

し、 対 場 面 的 な1次 的 省 察 の 内省 が 深 ま っ た と考 え られ る。 子 ど も に 関 す る 省

察 で は 、有 意 な 差 の あ る 項 目が な い こ とか ら、 親 自身 に 関 す る 省 察 、 他 者 を と

お した 省 察 で の 得 点 の 増 加 に よ っ て 内 省 の 変 化 が 起 き て い る結 果 で あ る と考 え

る。 こ の こ とは 、 子 育 て の 語 りは 、 他 者 を とお した 省 察 で は 対 場 面 的 な そ の 場

の対 応 に対 す る考 え を 、 親 自信 に 関 す る 省 察 で は 、 母 親 の 内 省 的 な 考 え を 変 化

させ た こ とが 考 え られ る。 朴 ・杉 村(2009)の 研 究 で は 、低 次 の省 察 は 高 次 の

省 察 に影 響 を及 ぼ し、 全 体 的 に他 者 を とお した 省 察 へ 影 響 が 見 られ る と い う結

果 を 得 て い る。 しか し、 測 定 が 事 前 、 事 後 で あ る こ と か ら時 間 的 に 内 省 の 深 ま

りを 表 す 親 の 内 省 的 な 変 化 に つ い て は 確 認 で き て い な い 。

子 育 て に 関 す る 省 察 の 尺 度 内 の 相 関 は 、 全 体 に 高 く 、1回 目 も2回 目 も ほ と

ん ど全 部 の 項 目 で1%水 準 の 高 い 相 関 が 算 出 され と こ と か ら、 母 親 は 子 育 て の

語 りの 前 で も後 で も 子 育 て の 省 察 に 関 心 を 持 ち 、 子 育 て の 内省 を 続 け て い る 。

ま た 、 尺 度 内 相 関 は ど の 下 位 尺 度 も 正 の 相 関 で あ る こ と か ら、 尺 度 内 の 内 省 的

な項 目につ い て 考 え る こ とが 他 の 項 目の 内 省 を 高 め て い く とい う結 果 が 得 られ

た。

注 目す べ き点 の 第1は 、「子 ど も の 特 性 」 と 「親 と して の 在 り方 」で1回 目 は

5%で 比較 的 強 い 相 関 で あ っ た も の が 、2回 目 は 、1%で 強 い 相 関 に な っ て い

る点 で 、子 ど もの 長 所 、 短 所 を 考 え る こ とが 、 親 の 長 所 、 短 所 を 考 え る こ と に

つな が る とい う相 互 の 関 係 が 高 ま っ て い る。第2は 、「子 育 て の 他 者 か らの 影 響 」

と 「子 ど も の言 動 へ の 関 心 」 の 相 関 が1回 目は 強 い 相 関 が 表 れ て い な い が2回

目に は5%の 比 較 的 強 い 相 関 に な り、 他 の 人 の 子 ど もへ の 対 応 か ら 自分 の 子 ど

もの 言 動 に 関心 を持 つ よ うに な る と い う関 係 が 出 て き た が 確 認 で き た 。

逆 に 相 関 関係 が 弱 ま っ た 点 は 、「親 と して の 在 り方 」 と 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

場 面 で の 対 応 」、 「他 者 の 対 応 の 観 察 」 と 「親 と して の 在 り方 」 の 相 関 あ る 。 ど

ち ら も 「親 と して の在 り方 」 と の 関 係 で あ り、「親 と して の 在 り方 」 を 考 え る こ

とが 、「コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン場 面 で の 対 応 」や 「他 者 の 対 応 の 観 察 」に よ っ て縛

られ な く な っ た とい う結 果 が 得 られ た 。

2、 子 育 て に 関 す る省 察 と親 子 間 の 信 頼

親 子 間 の信 頼 に 関 す る 尺 度 は 、「親 の 子 ど も に 対 す る 尺 度 」 と 「子 ど も か ら親

へ の 思 い 」、 「子 ど も と の 日常 的 な 関係 」 の 下 位 尺 度 に 因 子 分 析 が で き 、 親 子 の

相 互 関係 と 日ご ろ の 関 係 が 抽 出 され た 。 平 均 得 点 の 変 化(t検 定)は 、 有 意 差

の あ る もの は な か っ た 。 親 子 の 関 係 は 、 子 育 て の 語 り に よ っ て 変 わ ら な い と の

結 果 が 見 られ た 。

しか し、「子 ど も に対 す る 思 い 」 と 「子 ど も と の 日常 的 な 関 係 」 で は1回 目の



結 果 と2回 目の 結 果 が 低 下 傾 向 に あ り、 子 育 て の 語 りに よ り慎 重 に母 親 が 子 ど

も をみ つ め る傾 向 が 見 られ た 。 吉 武(1995)は 、 親 との 会 話 を通 した コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョン の 程 度 と、 共 感 性 の 高 さ と の 関連 に つ い て 、 共 感 性 の 高 い 親 が 実 際

の 日常生 活 の 中 で も 、 共 感 性 を 強 化 す る相 互 作 用 を 行 っ て い る と して い る。 子

育 て の語 りは 、母 親 に と っ て は 、 共 感 性 の 高 い 話 題 で あ っ た と思 わ れ る が 、 子

ど も に うま く伝 わ っ て い る か とい う点 や 子 ど も が 理 解 で き た か な ど の 語 りの 場

面 で の子 ど も の様 子 に つ い て の観 察 か ら子 ど も の 見 方 を少 し厳 し く見 て い こ う

とす る気 持 ち が あ る と考 え る 。 子 育 て の 語 りは 、 親 子 関 係 の 共 感 性 を 高 め る も

の で は な く大 丈 夫 だ ろ うか い う思 い を 喚 起 させ た の で は な い か と 考 え る 。 輿 石

(2002)は 、 育 児 に お い て 対 処 不 能 感 を 感 じ、 育 児 行 動 に お け るネ ガ テ ィ ブ な

認 知 的 評 価 を した 時 、 自 己つ い て 考 え 込 ん で しま い や す い 状 況 に あ る と して い

る。 この よ うに うま く伝 わ ら な い こ とで 親 は 、 自 己 や 状 況 に つ い て ネ ガ テ ィ ブ

に な りや す い こ とか ら、 子 育 て の 語 りが 、 親 は ネ ガ テ ィ ブ な 傾 向 に な り下 降 傾

向 に な っ た と考 え られ る。

ネ ガ テ ィ ブ な 傾 向 は 、 親 子 間 の 信 頼 に 関 す る 尺 度 の 尺 度 内 相 関 に も み られ 、

「子 ど も の親 に 対 す る思 い 」 と 「子 ど も の 親 に 対 す る思 い 」 が1回 目 も2回 目

も1%水 準 の 強 い 相 関 を 示 す の に対 して 「子 ど も と の 日常 的 な 関 係 」 と 「子 ど

もの 親 の 対 す る 思 い 」、 「子 ど も の 親 に 対 す る 思 い 」 の そ れ ぞ れ の 関 係 で は 、 強

い相 関 関 係 が 見 られ な い。 親 子 の 信 頼 関 係 は 、 親 子 の 同 士 の 互 い を 思 い や る こ

とで の み 強 い 相 関 関係 が あ り、 日 ご ろ の 親 子 関 係 に 見 られ る共 感 的 な こ とや 、

指 示 的 で あ る こ と な ど は 、 親 子 の信 頼 関 係 に 関 して 関 わ りが 少 な い と考 え る。

子 育 て の語 りの 場 面 は 、 親 子 の 話 の 受 け止 め 方 の 善 し悪 しが 作 用 して 母 親 をネ

ガ テ ィ ブ な傾 向 に して い る な ら ば 、 語 りの 場 面 で は 、 日常 的 な 関係 と は 違 う特

別 な 場 面 が 展 開 して い る と考 え る。

子 育 て に 関 す る省 察 と親 子 間 の 信 頼 に 関 す る 尺 度 つ い て の 相 関 は 、「親 の 子 ど

も に対 す る思 い 」 と 「子 ど も の 親 に 対 す る 思 い 」 の 尺 度 と子 育 て の 内 省 に 関 す

る下 位 尺 度 と相 関 関 係 に あ る も の は ほ とん ど な い 。 「子 ど も と の 日常 的 な 関 係 」

と、「子 ど も の特 性 」、「子 ど も の 受 け止 め 方 」に お い て5%水 準 の 比 較 的 強 い 相

関 が 見 られ た 。 こ こ で も親 子 の 信 頼 関 係 は 、 子 育 て の 内 省 とは あ ま り関 係 し な

い 。 日常 的 な 関 係 で の み 相 関 関 係 が 確 認 で き て い る 。 そ の 結 果 は 、2回 目 も ほ

とん ど同 じで 、「子 ど も と の 日常 的 な 関 係 」 と 「子 ど も の 受 け 止 め 方 」で の み 比

較 的 強 い 相 関 現 れ た 。 親 子 の 信 頼 関係 の 語 りに よ る 内 省 の 変 化 は ほ とん ど 見 ら

れ ず 、親 子 の信 頼 関 係 に 子 育 て の 語 りは 影 響 しな い こ と が 分 か る。

3、 子 育 て の 語 りの 効 果 と子 育 て に 関 す る省 察

語 りの効 果 尺 度 は 、 子 育 て の 語 りの 取 り組 み 全 体 に つ い て の 効 果 を 探 索 的 に

評 価 して い くた め の 尺 度 で あ る 。 因 子 分 析 で は 、3つ 因 子 が 抽 出 され た 。 各 下

位 尺 度 は 「語 りに よ るエン パ ワ ー メ ン ト」、「語 りの 場 面 で の や り取 り」「子 育 て

の 苦 労 の語 り」 に わ か れ 、尺 度 内 相 関 は 、「語 り の 場 面 で の や り取 り」 と 「語 り

に よ るエン パ ワー メ ン ト」で は 、1%水 準 の 強 い 相 関 関 係 が 見 られ 、「子 育 て の

苦 労 の語 り」 と 「語 りの 場 面 で のや り取 り」 で は 、5%水 準 の 比 較 的 強 い 相 関



がみ られ た 。 語 りの 場 面 で の や り取 りが うま くで きれ ば 、 親 をエン パ ワー す る

こ とが で き る こ とや 、 子 育 て の 苦 労 を うま く 話 す こ と が で き れ ば 、 子 ど も は い

ろ い ろ質 問 した り して 、 興 味 を もつ とい うこ と が 言 え る 。

子 育 て に 関す る省 察 との 相 関 は 、 子 育 て の 語 りの 前 の1回 目で は 「子 育 て の

苦 労 の 語 り」 と子 育 て に 関 す る 省 察 の 「子 ど も の 受 け 止 め 方 」、 「子 育 て の 他 者

か らの 影 響 」、 「他 者 の対 応 の 観 察 」 で い ず れ も1%水 準 で 高 い 相 関 が あ っ た 。

子 育 て の 語 りを す る前 の 状 態 で は 、 子 育 て の 大 変 だ っ た 話 は 、 子 ど も が 聞 い て

どの よ うに受 け 止 め る の か を観 察 す る こ とや 、 他 の 人 の 子 育 て の 様 子 や 自分 の

子 育 て の 気 づ き に よ っ て 変 化 す る と考 え られ る 。語 りの 後 の2回 目 で は 、「語 り

に よ るエン パ ワー メ ン ト」 との 関係 で 、 子 育 て に 関 す る 省 察 の 「コ ミ ュ ニ ケ ー

ショ ン場 面 で の 対 応 」、 「親 と して の 在 り方 」、 「子 ど も の 特 性 」 と間 で1%水 準

の強 い相 関 が 見 られ た。 子 育 て の 語 りの 後 は 、 子 ど も に 対 す る言 動 に 気 を つ け

る こ とや 親 と して 自分 の 長 所 、 短 所 を考 え る こ と、 子 ど も の 長 所 、 短 所 を 考 え

る こ とで 、 親 と して の 自分 がエン パ ワ ー した と い う相 関 関 係 が 見 られ る。 子 育

て の語 りは 、他 者 を観 た り、 他 者 か らの 影 響 を 受 け る こ とで 決 め られ て い た 。

また 、他 者 との 比 較 で 子 育 て を 考 え て い た親 が 、 自分 や 子 ど も に 視 点 を 置 く事

でエン パ ワ ー され た と考 え られ る。

第2節 子 育 て に 対 す る 自 己 評 価 と 子 育 て に 関 す る 省 察

1、 子 育 て に対 す る 自己 評 価 と子 育 て に 関 す る省 察 の 変 化

子 育 て に 対 して 自 己評 価 の 低 い群 と高 い 群 に 分 け て 、 子 育 て の語 りに よ り変

化 をt検 定 で み る と、 低 群 で は 有 意 差 の 見 られ る子 育 て に 関 す る省 察 の 下 位 尺

度 は み られ な か っ た 。高 群 で は 、「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン 場 面 で の 対 応 」で は 、1%

水 準 で 有 意 差 が 見 られ 得 点 が 上 昇 して い る 、 ま た 「親 と して の 在 り方 」 で も 、

5%水 準 で 有 意 差 が 見 られ 得 点 の 上 昇 が 認 め られ た 。

子 育 て に 不 安 の 少 な い 親 の 方 が 、 不 安 が あ る 親 よ り 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン 場

面 で の対 応 」「親 と して の 在 り方 」で 得 点 が 上 が っ た 。 これ らの 尺 度 は 、 ど ち ら

も親 自身 に 関す る省 察 の 下 位 尺 度 で あ る こ と か ら こ の 結 果 は 、 高 群 の 親 の 内省

は 、 活 性 化 した 結 果 と な っ た 。 朴 ・杉 村(2006)は 、 子 育 て の 省 察 を 行 う親 の

子 育 て は うま くい っ て い る とい う認 識 を 確 認 して い る こ とか ら、 子 育 て に 対 し

て 不 安 が 少 な い 親 は 子 育 て に 対 す る 自信 を も ち 、 自分 の 子 育 て に つ い て 内 省 を

深 め る こ と が で き た と考 え る 。

2、 子 育 て に 対 す る 自 己 評 価 の 高 さ に よ る相 関 の 比 較

子 育 て の 自 己評 価 の 低 群 で は 、 子 育 て に 関 す る省 察 の 尺 度 内 の 相 関 は 、 ど の

尺 度 で も1%水 準 で 高 い 相 関 が み られ 、そ の 相 関 関 係 は1回 目 も2回 目 も高 く 、

相 関係 数 は僅 か に 上 昇 して い る。 そ して 、 子 育 て の 語 りに よ る 大 き な 変 化 は 子

育 て に 関 す る尺 度 内 で は 見 られ な い 。 しか し、 子 育 て の 自 己 評 価 の 高 群 で は 強

い相 関 を示 す 尺 度 は 少 な く、 「子 ど も の 特 性 」、 「子 ど もの 受 け止 め 方 」 「他 者 の

対 応 の観 察 」 との 相 関 に 集 中 して い る。 ま た 、 そ の 傾 向 は 、 子 育 て の 語 りの 後

で も同 じで あ る。



この 結 果 か ら高 群 と低 群 の 尺 度 内相 関 は 明 らか に 違 う こ と が 確 認 され た 。 低

群 の子 育 て に 関 す る省 察 の 相 関 は 、 低 群 の これ ま で の 子 育 て の 自信 をや や 欠 い

て い た 母 親 は 、 わ が 子 の 子 育 て に 関 して い ろ い ろ な 関 心 や 注 意 を 払 お う と して

い る と考 え る。 そ れ は 、 子 育 て の 語 り を終 え た 後 も 続 き 、 母 親 の 迷 い や 答 を み

つけよ う、子 育 て を 深 く考 え よ う とす る た め 、 多 くの 尺 度 内 相 関 を 高 く して い

る と考 え られ る。 高 群 は 、 子 育 て に 自信 が あ り何 に 対 して 注 意 や 関 心 を 払 うこ

とが 、 自分 の 子 育 て に 必 要 か と考 え る 力 を最 初 か ら持 っ て お り、子 育 て の 語 り

如 何 に 関 わ らず ポ イ ン トを 心 得 て い て 、 子 ど も様 子 や 他 者 と の 関係 か ら 自分 の

子 育 て を考 えて い る と思 わ れ る。

こ こ で 問題 と な る こ とは 、 これ ま でt検 定 な ど の 結 果 か ら子 育 て に 関 す る省

察 の 得 点 の 高 低 が 省 察 を し て い る、 ま た は し て い な い と い う こ と を示 して い る

の だ ろ うか とい うこ とで あ る 。 単 に 尺 度 得 点 の 高 さ が 省 察 の 深 ま りや 広 が り を

示 して い る の で は な い と考 え られ る。 子 育 て の 語 りの 効 果 な ど の 相 関 に 注 意 を

払 い な が ら尺 度 得 点 や 相 関 を 見 て い く 必 要 が あ る 。

3、 子 育 て の語 りの 効 果 と子 育 て に 関 す る省 察

子 育 て の 語 りの 効 果 の 下 位 尺 度 「語 りに よ るエン パ ワー メ ン ト」 で は 、 低 群

の親 の 反 応 が 高群 に く らべ て 大 き い 。 低 群 の1回 目 で は 、 他 者 や これ ま で の 子

ど も に対 す る信 頼 感 に 向 い て い た 関 心 が 、2回 目 で は 母 親 自身 の 子 育 て 場 面 で

の 子 ど もに 対 す る語 りか け や 、 子 ど も そ れ ぞ れ が 持 つ 特 性 に 目 を 向 け よ う と し

て い る 。「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 に お い て も傾 向 は 同 じ よ うで 、 こ こ で も 、低 群

の親 は 、 他 者 に 対 す る 関 心 か ら 自分 自身 や 子 ど も の こ と に 関 心 が 向 か っ て い る

傾 向 が 見 られ る。高 群 に は そ う した 状 況 は 見 られ ず 、「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 と

の相 関 で 、1回 目 「子 ど も の 受 け 止 め 方 」 と 「子 育 て の 他 者 か ら の影 響 」 に 高

い相 関 が 見 られ た が 、2回 目 は 「子 ど も との 日常 的 な 関 係 」 に 強 い 相 関 が うつ

っ て い る。 高 群 の 子 育 て の 語 りに よ る 変 化 は 、 語 る 前 は 省 察 の 下 位 尺 度 に 関 心

が 向 い て い た が 、 子 育 て の 語 り を 終 え る と 内省 よ りも子 ど も との 関 係 に 関 心 が

移 っ た の で は な い か と考 え る。

鹿 子 木 ・森 口(2009)に よ っ て 、 内 省 能 力 の 発 達 を 検 証 した 探 索 的 研 究 に よ

る と、 子 ど もは 、 自分 に 対 す る他 者 の 考 え(二 次 的 信 念)を 理 解 す る こ と に よ

って 、 自身 の 心 的 状 態 に 対 す る洞 察 が 促 され る と して い る。 低 群 の親 の 内 省 の

動 き と類 似 す る点 が あ る の で は な い か と考 え る 。 低 群 の 親 の 内 省 は 、 他 者 か ら

影 響 を 意 識 して い た と こ ろ か ら 、 自分 自身 の 方 向 に 関 心 が 移 る 点 で は 、 発 達 の

途 中 に 子 ど もの 内 省 能 力 の 発 達 と似 て い る。 低 群 の親 は 、 内 省 得 点 は 低 い が 、

子 ど も と 自分 を と りま く条 件 の 中 か ら、 子 育 て に 対 して 肯 定 的 に な れ る 答 え が

ど こに あ るの か 探 索 的 に み て い る の で は な い だ ろ うか 。

こ う した 疑 問 に答 え るた め に 、 重 回 帰 分 析 に よ っ て 変 数 間 の 因 果 関 係 を 明 ら

か に し よ う と行 っ た 。 高 群 で は 、 語 り の 前 に 「子 育 て の 他 者 か ら の 影 響 」 へ の

省 察 が 、「子 育 て の 苦 労 の 語 り」に影 響 を 与 え て い る こ とが 明 らか に な っ た 。高

群 の親 に とっ て は 、 子 育 て の 語 り をす る こ と が 子 育 て の 苦 労 を 振 り返 る こ と で

あ り、 そ れ は 他 者 か らの 子 育 て に 関 す る影 響 に よ っ て 規 定 され て い る こ と であ



る こ と が 判 明 した 。 こ の よ うに 高 群 で は 、 振 り返 り以 外 の 効 果 は 見 られ な い と

い う結 果 を 得 た 。 しか し、 低 群 で は 、 語 りの 前 に 「子 育 て の 他 者 か ら の 影 響 」

が 、 「語 りに よ るエン パ ワー メ ン ト」 と 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 に影 響 を 与 え 、

語 りの 後 で は 「コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン場 面 で の 対 応 」が 、「語 りに よ るエン パ ワー

メン ト」 と 「子 育 て の 苦 労 の 語 り」 に 影 響 を 与 え て い る結 果 を 得 た 。 これ ま で

の 子 育 て に 自信 を 持 て て い な か っ た 低 群 の親 は 、 子 育 て の 語 りに よ っ て 、 他 者

と比 較 す る こ と に よ る 内 省 か ら 、 自 分 の 対 場 面 的 な 在 り方 に 対 す る 内 省 に 関 心

を 向 け る よ うに な っ た こ とが 明 らか に され た 。

第3節 総 合 的 な 考 察 と 問 題 点

1、 総 合 的 な 考 察

子 育 て の 語 りは 、 親 の 内 省 を ど の よ うに 変 化 さ せ る の か と い う問 題 に つ い て

研 究 を 進 め て き た 。 小 学2年 生 の 我 が 子 に 、 これ ま で の 子 育 て の 様 子 、 子 ど も

が ど の よ うに 大 き く な っ て き た か 知 らせ る こ とは 、 そ れ ぞ れ の 親 に と っ て 個 々

の 子 育 て 、 個 々 の 考 え の 上 に 立 つ 百 人 百 様 の 語 りが 存 在 す る。 しか し、 親 と し

て の 立 場 で 子 ど も に 伝 え る 行 為 は 、 一 様 で 、 そ の 内 省 は 、 一 定 の傾 向 が 存 在 す

る と い う考 え の も と に 研 究 を 行 っ た 。

親 、子 、他 者 の3つ の 対 象 に 対 して 、1次 的 、2次 的 、3次 的 省 察 と い う朴 ・

杉 村(2006)の モ デ ル は 、 因 子 分 析 の 段 階 で 親 と他 者 に 関 して2因 子 に 因 子 分

析 を行 っ た た め に 、 確 認 す る こ と は で き な か っ た が 、 省 察 に 階 層 が あ り、 対 場

面 的 な 階 層 と 内 省 的 な 階 層 を 意 識 して 省 察 の 動 き を み る こ と が で き た 。 ま た 、

省 察 に 関 して 因 子 の 得 点 の 変 化 に よ っ て 内 省 の 変 化 を 見 て い く こ と も で き た 。

子 育 て に 関 す る 省 察 は 、 同 じ尺 度 内 で は 相 関 が 高 く、 語 りの 前 で も語 りの 後

で も 大 き く変 わ ら な い こ とや 、 得 点 の 平 均 の 増 加 か ら、 母 親 の 内 省 的 な 深 ま る

傾 向 を観 測 す る こ とが で き た 。

そ して 、 親 自 身 に 関 す る 省 察 、 他 者 を 通 した 省 察 で の 得 点 の 増 加 に よ っ て子

育 て の語 り に よ る 内 省 の 変 化 が 起 き て い る結 果 を 得 た 。 相 関 係 数 か ら は 、 具 体

的 に は 、 子 ど も の 長 所 、 短 所 を考 え る こ とが 、 親 の 長 所 、 短 所 を 考 え る こ と に

つ な が る と い う相 互 の 関 係 が 高 ま っ て い る 点 や 他 の 人 の 子 ど もへ の 対 応 か ら 自

分 の 子 ど も の 言 動 に 関 心 を 持 つ よ う に な る とい う語 りに よ る 相 互 の 関 係 の 変 化

が 見 られ た 。

ま た 、 親 子 間 の 信 頼 関係 と子 育 て に 関 す る 省 察 で は 、 相 関 関係 が 低 く 、 子 育

て の 語 りに よ る 影 響 も少 な い 結 果 と な っ た 。 子 育 て に 関 す る省 察 は 、 親 子 間 の

信 頼 関 係 に 左 右 され る こ とな く行 わ れ る こ とが 確 認 され た 。

子 育 て の 自 己 評 価 の 低 群 と、 自 己評 価 の 高 群 の 子 育 て に 関 す る省 察 と語 りの

効 果 で は 、 語 り の 前 と後 の 平 均 得 点 で は 、 高 群 の 親 自身 に 関 す る省 察 の 因 子 得

点 に 有 意 差 が 見 られ た が 、 低 群 に は 有 意 差 の あ る 尺 度 は な か っ た。 しか し、 相

関 係 数 を 求 め た と こ ろ 、 高 群 に 比 べ 低 群 に 多 く の 高 い 相 関 が 見 られ た 。 語 り に

よ る 相 関 係 数 の 変 化 は 、 低 群 が 高 い 相 関 関係 が あ る 結 果 と な っ た 。 こ れ らの こ

と か ら、 これ ま で の 子 育 て の 自 己 評 価 の 高 低 に よ る 内省 の 違 い が あ る こ と が 確



認 され た 。 そ し て 子 育 て の 語 りの 効 果 に つ い て も相 関係 数 か ら 高 群 ・ 低 群 の 違

い が 確 認 され た。

輿 石(2002)は、 育 児 に お い て 対 処 不 能 感 を 感 じ、 育 児 行 動 に お け る ネ ガ テ

ィブ な 認 知 的 評 価 を した 時、「 私 の ど こ が 悪 い の だ ろ う」 「私 は ど う努 力 す れ ば

よい の だ ろ う」 な ど と 自 己 つ い て考 え 込 ん で しま い や す い 状 況 に な る と して お

り、 低 群 の 母 親 に と っ て こ れ ま で の 子 育 て の 不 安 が あ っ た と こ ろ に、 子 育 て の

語 り場 面 で も満 足 が 得 られ な い 経 験 を し、 子 育 て に 対 す る 不 安 に つ い て 考 え る

こ とが 持 続 して い る 状 態 に な っ た と 考 え る。 宮 内(1998)は 、保 育 の 場 面 の 省

察過 程 で 、 子 ど もの 行 為 の 意 味 を と ら え る こ とは、 自分 自身 の 保 育 を 見 つ め る

こ と＝ 実 践 を 問 い 直 す こ とで あ り、 自分 自身 の保 育 の 在 り方 に 関 連 性 を もた せ

新 た な 課 題 を 見 つ け る こ とで あ る と して い る 。 母 親 が 子 育 て の 語 りの 場 面 で 、

語 りを聞 い て い る子 ど も の 様 子 を捉 え る こ と が 、 自 分 自 身 の 子 育 て を 見 つ め 、

問 い 直 し、 子 育 て の 在 り方 に 新 た な 課 題 を 見つ け よ う と して い る と 考 え る と、

子 育 て の 語 りは 、 子 育 て の 自 己評 価 の 低 群 の 親 に とっ て ま さ に 省 察 過 程 の 中 に

あ る と考 え られ る。高 群 の 母 親 は 、1回 目の 省 察 を 行 うこ と で 自 己 内 省 を 高 め 、

子 育 て の 変 化 させ る べ き部 分 に 気 が 付 き 、語 りは 単 な る 自分 の 子 育 て の 有 効 性

に つ い て の 確 認 に 過 ぎず 、語 りの 後 は 省 察 へ の 関 心 は な く な っ た と考 え られ る 。

結 果 と して 、 子 育 て の語 りは低 群 の 母 親 の 内 省 を 刺 激 し 、 子 育 て をエン パ ワ ー

した り、 苦 労 した 子 育 て の 場 面 を 振 り返 る機 会 と な っ て い た 。

こ う した 傾 向 は 感 想 か ら も 読 み 取 る こ とが で き る 。 高 群 の 母 親 の 感 想 に は 、

子 育 て を 振 り返 る と い う よ りは 、 語 りの 場 面 で の 出 来 事 や 、 これ か ら の こ とに

対 して 前 向 き な 表 現 が 多 い 。 しか し 、低 群 の 母 親 は 、 これ ま で の 子 育 て を振 り

返 る よ い機 会 とす る記 述 や 、 振 り返 る こ とで 自 分 な りに 子 育 て を 見 直 して い こ

うとす る傾 向 が あ る と考 え る 。

今 回 の研 究 か ら、 子 育 て に 関 す る 省 察 は 、 尺 度 得 点 で 判 断 で き る 表 面 的 に 見

え る部 分 と、 得 点 の 高 さ に現 れ な い が 奥 に 流 れ て い る 隠 れ た 内 省 が あ る こ とが

示 唆 され た 。 そ う して 、 親 が 子 ど も との 一 瞬 一 瞬 の 中 か ら子 ど も の 様 子 を観 察

し、 自分 の 有 効 性 や 親 と して の 在 り方 意 識 し な が ら接 す る と こ ろ か ら、 反 省 や

思 い な お しを し、 子 育 て に 前 向 き に な っ て い く過 程 が あ る こ と を 確 認 す る こ と

が で き た 。

2、 問題 点 と こ れ か ら

この よ う に 子 育 て に 関 す る省 察 を 、 認 知 的 に 捉 え る に は よ り多 くの 視 点 が 必

要 で あ る。 ま た 、 親 の 子 育 て の 省 察 過 程 は 、 親 の 状 況 に よ っ て 解 釈 に 変 化 が 必

要 とな る。 今 後 よ り多 く の 基 本 的 な 条 件 を 整 え た 基 礎 と な る研 究 が 必 要 で あ る

と考 え る。

今 回 、 低 群 の 親 に とっ て 子 育 て の 語 りは 内 省 を 高 め 、 親 をエン パ ワー す る働

き を確 認 で き た が 、 母 親 の 内 省 が 十 分 で ポ ジ テ ィ ブ に な れ て い る か と い う と ま

だ 足 りて は い な い 。 こ う した 段 階 で 適 切 な 子 育 て 支 援 を 行 うこ と が 、 新 しい 子

育 て 対 す る考 え 方 に 近 づ く た め に は 必 要 で あ る 。 支 援 に 必 要 な こ と は 、 よ いコミュニ

ケーション の 在 り方 で あ っ た り、 子 ど もの 発 達 や 親 の 子 ど もへ の 対 応 の



在 り方 で あ っ た りす る。 こ う した ・ プ ラ ス ア ル フ ァ を 行 う こ と で 内 省 を 高 め 、

方 向 を 見 い だ す こ とが で き る で あ ろ う と考 え る。
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資料



子育てアンケート のお願 い

お子 さんが生まれてか ら今 日まで、多 くの出来事にぶつか りなが ら、悩みなが ら子育て を続 けて こられた ことと思 います。そ うした、日々のひ とつ

ひ とつの気遣いが、子 ども達の豊かな育ちに結 びついているのだ と思います。

今回は、そ うした子育てを振 り返っていただき、 日ごろ気 に しているこ とについてアンケー トにお答えいただきたいと思います。また、お子 さん と

の関わ りや コミュニケー シ ョンの様子について も伺 い、コミュニケーシ ョンのありかたを考えるとともに、これか らの児童期の子育て支援のあ りかた

をよ り良いものに してい きたいと考えてお ります。

どの質問 も正解や よい答 えはありませ ん。皆様 が感 じてお られるその通 りにお答え下 さい。結果は、コンピューターで統計的に処理 され ます。また、

結果は学術的な目的以外には使用 いた しませ ん。ご多忙の ところ大変申 し訳 あ りませ んが、これまでの こと現在の ことにつ いて感 じた とお りにお答 え

下 さい。 ご協力よろ しくお願い します。

関西福祉科学大学 大学院 社会福祉学研究科

心理臨床専攻修士課程 阿古 暁子

おねがい
・ 記入 もれがないよ うに、最後 に確認 をお願い します。
・記 入後はアンケー トを封筒に入れ封を して

、学校に提出 して ください。
・ 複数のお子さんがい らっ しゃる場合は、2年 生のお子 さん につ いてお答え下 さい。

＊できるだけ12月21日 までに提出 をお願い します。



子育て アンケー ト1

子育てを振 り返 っていただき、 日ごろ気に していることについてアンケー トにお答えいただきたい と思います

お忙 しい ことと思いますが、何卒よろしくお願い します。

阿古 暁子





1、 あなたは 、お子 さん とどんな話 を よくされ ます か。 よ くす る内容 に○ 印をつ けて くだ さい。(3つ まで)

2、 学校 のある 日は、お子 さん と どの時 間帯に よ く話 しますか。

3、 学校 のある 日な ら、お子 さん と話す 時間は、 どれ ぐらいの時間です か。

4、 あなたは、人 と話す こ とは好 きです か。

5、 あなたは、人 の話 を聞 くこ とは好 きですか。



・ 日ごろ2年 生 のお子 さん の子 育て につ いて感 じてお られ るこ とで当ては まる ものに○印 をつ けて くだ さい。

1子 どもに対する自分の言動に気をつけることがある

2子 どもに何か伝える前に、自分の伝え方について考えることがある

3親 としての信念について考えることがある

4親 としての自分の長所・短所を考えることがある

5子 どもに何か言う前に、自分の言動の影響を考えることがある

6子 どもが何か言った後、そのときの自分の感情について考えることがある

7「 子どもを育てる」ことはどういうことか考えることがある

8子 どもと話すとき、自分の言動や態度を意識することがある

9子 どもと話した後、自分の言い方が適切かどうか考えることがある

10自 分の子育ての方針を振り返り改善すべきところを考えることがある

・2年 生 のお子 さんにつ いて感 じてお られ るこ とについてお答 え下 さい。

1子 どもと一緒にいるとき、子どもの行動に注意を向けることがある

2子 どもと話す前に、子どもの受け止 め方について考えることがある

3子 育ての出来事から「子ども」の本質について考えることがある

4子 どもの言動 に気をつけている

5子 どもに関する長期的見通しについて考えることがある

6子 どもがどう変わってきたか考えることがある

7子 どもと話しているとき、子どもの表情や態度に注意することがある

8子 どものふだんの行動から、子どもの長所・短所を考えることがある



9子 どもにとって、将来何が必要か考えながら育てている

10子 どもと話した後 、子どもがどのように受け止めたか考えることがある

11子 どものこれか らの成 長について考 えることがある

・他 人の子 ども と親 を見 て、 自分が感 じてい るこ とにつ いてお答 え下 さい。

1他 の人が子どもにどのように接 しているか注意深く見ることがある

2他 人と子どもの話をすることで、自分の子どもの特徴に気づくことがある

3他 人の子どもの言動を注意深く見ることがある

4他 の人と話しているうちに、子育てに関する疑問が解決することがある

5他 の親の子どもに対する話 し方に注意することがある

6他 の子どもが親と話す様子に注意を向けることがある

7他 の人と子育ての話をして、自分の子育ての方針を改めることがある

8他 の人の育て方を見て、今の 自分の子育 てに必要なことに気づくことがある

9他 の子ども達と話をすることで、自分の子どもの特徴に気づくことがある

10い ろいろな話を聞いて、自分の子ども観を見直すことがある

11他 の子どもが親とかかわる様子を注意深く見ることがある

・あ なた とお子 さん(2年 生)に つい てお うかがい します。 あ てはまる ところに○印 をつ けて くだ さい。

1この子は、だれよりも私のことが好きだと思う

2こ の子は、だれよりも私のことを信頼していると思う



3こ の子は、私といっしょにいて幸せだと思う

4こ の子が何を考えているのか、どうしたいのかはだれよりも私が分かっている と思う

5こ の子のことは、信頼できる

6私 は、この子といて幸せだ

7私 は、この子のことがだいすきだ

8こ の子は、私の気持ちがよくわかると思う

9こ の子に、私はよく注意する

10こ の子に、私はよくお手伝いを頼む

11私 は、この子とよく相談する

12私 は、この子と話していると楽しい

・ご協力あ りがとうございま した
。調査に関す るご意見や ご感想、または、何か子育てでお悩みの ことがあ りま した ら、お書 き下 さい。

＊悩み事については相談 を受け させ ていただきますので、よろ しければ連絡先をお知 らせ 下 さい。



子育てアンケー トのお願い2

1回 目の 「子育てアンケー ト」への ご協力あ りが とうございま した。貴重な資料 として現在、研究に生か させていただいてお ります。

今回は、 「お子 さんが育 ってきた様子」について、お子 さんに語 り終 えた今の感想 を伺 うアンケー トをお願い したい と思います。内容 は、前回 とほ

とん ど変わ りませんが、語って きた後のご自分のお考 えや感想 についてお答 え下 さい。

どの質問 も正解やよい答え はあ りません。皆様が感 じてお られ るその通 りにお答え下 さい。結果 は、コンピュー ターで統計的に処理 され ます。また、

結果は学術的な 目的以外 には使用いた しません。ご多忙の ところ大変申 し訳 あ りませんが、今 までの子育てについて語 り終えて感 じてお られ ることを

率直にお答 え下 さい。 ご協力 よろ しくお願 い します。

関西福祉科学大学 大学院 社会福祉学研究科

心理臨床専攻修士課程 阿古 暁子

おねがい
・ 記入もれがないよ うに、最後 に確認 をお願い します。
・ 記入後はアンケー トを封筒に入れ封を して、学校 に提 出 して くだ さい。
・ 複数のお子 さんがい らっ しゃる場合は、2年 生のお子 さんについてお答 え下 さい。

＊できるだけ3月15日 までに提出をお願い します。



子育て アンケート2

「お子 さんが育ってきた様子」をお子 さん にお話になったあとのお考えや感想 について伺います。

お忙 しいことと思いますが、何卒 よろ しくお願い します。

阿古 暁子



・ これまで の 「お子 さん が育 って きた様子 」 を語 り終 えて、2年 生のお子 さんの子 育て につ いて、 あなたは、 どの よ うに感 じて

お られ ますか。 当て はまる ものに○印 をつけて くだ さい。

1子 どもに対する自分の言動に気をつけることがある

2子 どもに何か伝える前に、自分の伝え方について考えることがある

3親 としての信念について考えることがある

4親 としての 自分の長 所・短所を考 えることがある

5子 どもに何か言う前に、自分の言動の影響を考えることがある

6子 どもが何か言った後、そのときの 自分の感情について考えることがある

7「 子どもを育てる」ことはどういうことか考 えることがある

8子 どもと話すとき、自分の言動 や態度を意識することがある

9子 どもと話した後、自分の言い方が適切かどうか考えることがある

10自 分の子育ての方針を振り返 り改善すべきところを考えることがある

・「お子 さんが育 ってきた様子 」を語 り終 えて、2年 生 のお子 さん につい て、今 あなたが今感 じてお られ るこ とにつ いてお答 え く

だ さい。

1子 どもと一緒にいるとき、子どもの行動に注意を向けることがある

2子 どもと話す前に、子どもの受け止め方について考えることがある

3子 育ての出来事から「子ども」の本質について考えることがある

4子 どもの言動に気をつけている

5子 どもに関する長期的見通しについて考えることがある



6子 どもがどう変わってきたか考えることがある

7子 どもと話しているとき、子どもの表情 や態度に注意することがある

8子 どものふだんの行動から、子どもの長所・短所を考えることがある

9子 どもにとって、将来何が必要か考えながら育てている

10子 どもと話した後、子どもがどのように受け止めたか考えることがある

11子 どもの これからの成長について考えることがある

・「お子 さんが育って きた様子 」 を語 り終 えた あなた が、他人 の子 ども と親 を見た とき、今感 じるこ とにつ いてお答 え下 さい。

1他 の人が子どもにどのように接しているか注意深く見ることがある

2他 人と子どもの話をすることで、自分の子どもの特徴 に気づくことがある

3他 人の子どもの言動を注意深く見ることがある

4他 の人と話しているうちに、子育てに関する疑問が解決することがある

5他 の親の子どもに対する話し方に注意することがある

6他 の子どもが親と話す様子 に注意を向けることがある

7他 の人と子育ての話をして、自分の子育ての方針を改めることがある

8他 の人の育て方を見て、今の 自分の子育てに必要なことに気づくことがある

9他 の子ども達と話をすることで、自分の子どもの特徴に気づくことがある

10い ろいろな話を聞いて、自分の子ども観を見直すことがある

11他 の子どもが親とかかわる様子を注意深く見ることがある



・「お子 さんが育 って きた様子」 を語 り終 えた あなた とお子 さん につい て、 当て はま るもの に

○ をつ けて くだ さい。

1こ の子は、だれよりも私のことが好きだと思う

2こ の子は、だれよりも私のことを信頼していると思う

3こ の子は、私といっしょにいて幸せだと思う

4こ の子が何を考えているのか、どうしたいのかはだれよりも私が分かっている と思う

5こ の子のことは、信頼できる

6私 は、この子といて幸せだ

7私 は、この子のことがだいすきだ

8こ の子は、私の気持ちがよくわかると思う

9こ の子に、私はよく注意する

10こ の子に、私はよくお手伝いを頼む

11私 は、この子とよく相談する

12私 は、この子と話していると楽しい



1、 「お子 さんが育って きた様 子」 を」お子 さんに、いつ どの よ うな状態 で話 され る こ とが多 かったです か。

1番 多かった もの に○印 をつ けて くだ さい。

2、 お子 さんに話 され た時 間は、1回 に どれ ぐらいの時間です か。 ○を つ けて くだ さい。

3、 どなたがお子 さんに、 「育 って きた様子」 を話 しま したか。 よ く話 されて いた人 を選 んで○を付 けて くだ さい。

4、 話す前 に どんな準備 を され ま したか。や っ たこ と全部 に○ をつ けて くだ さい。



5、 「お子 さんが育って きた様子 」 を語 る ときの ことにつ いて伺 います。

1、語る前に、これまでの子 育てはうまくいっていると思っていましたか

2、語る前 に、これまで子育 てをがんばってきたことに自信を持っていましたか

3、大きくなってきた様子を十分語 ることはできましたか

4、改めて子 どもの成長を実 感できましたか

5、子育ての中の楽 しい思い出 は、語れましたか

6、子育て中の忙 しかった思い出は 、語 れましたか

7、子育てに協 力してもらった人のことは思い出しましたか

8、子育ての相談をした経験を思い出しましたか

9、お子 さんは、話を聞いて、自分が大切 に育てられ ていることを感 じ取ったと思

いますか

10、お子さんは、話を聞くことで自分 に自信が持てたと思いますか

11、お子 さんとの関係は、深まったと思いますか

12、語ることで、これまでの子育てに改めて自信が持てましたか

13、語ることで、子育てをこれ からも頑張っていこうと言う気持ちが、わいてきま

したか

14、語ることで、今までの子育てに対して新 しい見方ができましたか

15、お子さんは興味を持って話を聞 きましたか

16、お子さんは話を聞いている時 いろいろ質問しましたか

17、お子さんは話を聞いた後で質問しましたか

18、お子さんに話 した内容は、うまく伝わ ったと思いますか

19、お子さんにわかりやすく話す工夫をしましたか

20、お子さんの話を聞いている様子 は気になりましたか

21、お子さんのメモを取る様 子を気にか けながら話しましたか

22、お子さんに、話を聞いた後の感想を聞きましたか



6、 「お子 さんが育 って きた様 子」 を話 す家庭学習 について、 どの よ うに思 ってお られ ます か。

1、語 っている時間は、有意 義に感じましたか

2、語り終えて満足感はありましたか

2回 ものアンケートへ のご協 力 ありがとうございました。

今回のアンケートやお子さんに育ってきた様 子を話 したことに対する感想がありましたらお書きください。
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