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小 中学生の 読書行動 に家庭環境が及 ぼす影響
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（東 京大 学 教育 学部 ）

本研究は，f’の 読書へ の 参加 と熟達化 に家庭が果たす役割とい う観点か ら，読書に 関する家庭環境を， 

家に 本 を 置 く とい う物理的環境準備者と し て の 役割，  親 自身 が読書 を行 い ，読書熟達者の モ デル を 子に

示す役割，  子 に本を読む よ う勧 め た り，本 を 買 い 与 え た り，本屋 や図 書館 へ 連れ て い くなど直接的な動

機 付 け を行 う役割 ，   親が 子 ど もに本 を読ん でや る こ とに よっ て 直接読み方を教授した り，子 ど もが本を

理 解 で き る よ う援助 した りす る役割の 4種類 に 整理 し．各役割が子 の 読書に 与え る 影響 を検討 した も の で

あ る。小 3 ，小 5 ， 中 2，計 506名 を対象 に 質 問 紙調査 を 行 っ た 結果，次 の 4点 が 明 らか とな っ た。第 1

に，親が読書好 きで ある こ とが，子 に 対 す る様 々 な行動 の 量 に影響 を与 える こ と，第 2 に親が読み 聞か せ

を した り図書館や本屋 に連 れ て 行 くな ど，読書 に 関 して 子 どもと直接関わ る こ との 方 が 蔵書量や親 自身 の

行動 よ り も 子 の 感情 に 与える影響が大 きい こ と，第 3 に親 の 役割内容に は Pの感情 と関連 の ある役割 と読
書量 と 関連 の ある役割がある こ と，第 4に 役割 に は 子 の 学年と共に 影響 が 弱 くな る 役 割 と学年 に よ らず影

響 を与える 役割が あ る こ とで ある。

【キ ー
ワ
ード】読書，家 庭 環 境 の 役割，認知的徒弟制 ， 親子の 相互作用

問 題

　読 書 は，現在 の 日本 で は ， 幼児期 か ら老年期 に 至 る ま

で 生涯を通 じて 多 くの 人 が 行 っ て い る行動 で あ る。だ が ，
生存 に 不可欠な行動 で は な い 。行 うの が 望ま しい と特 定

の 社会 の 中で 考 え られ，歴 史的に 継承 され て きて い る 文

化 的 行動 で あ る （Engelsing ，1973；Heath，1982；滑川 ，
工979　； ）

n
。

　で は， Fどもが読書行動 を習得 し 自立 的 に行 っ て い く

の に，家庭 （親〉 は どの よ うな影 響 を 学え て い る の だ ろ

うか。

　 日 常生 活 に お け る子 ど もの 行動 に は，食事や 入 浴 の よ

うに 生 理 的必 然性 の あ る行動や勉強 の よ うに 社会的要請

の 強 い 行動，ある い は 宿題 の よ うに行わない となん ら か

の 制裁 が 与えられ る 行動 と，行 動 選 択 の 自由が あ り，行

わ な く て も制裁 が ない 行 動 が あ る。い ずれ の 行動 で も行

動様式 （ス タ イ ル ） に 親 は影響を与え て い る と考えられ

る。だ が 特 に，行動選 択 の 自由が 大きい 行動 で は，子 の

行動 量 に家庭 （親） が 与える影響 も大 き い の で は ない か

注 1） 人 間の 行動 の あ り方 はそ の 人 の 生 きて い る 文 化，社会の

影 響 を受 け て い る、こ うし た意味で は 人間 の 行 う行 動 は どの 行
動 も皆 文 化 的行 動 だ とい うこ とが で き る．しか し，言語や 食事

な ど社 会的 歴 史的 に み て か な り普遍 に 存在 し人 間 の 生存 に と っ

て 行動 の 必 然性 の 高 い 行動 と，生 理 的な必然性 は伴 わ ない が特

定 の 時代 や社会の 中で 生 まれ 存続 し，その 社会 成 員が 価値 をお

く行 動 が あ る と考え られ る。本論 で は後 者の こ と を特 に 文化 的

行動 と呼ん で い る」

と考 え られ る。例 え ば ， 放課後自由に遊ばせ る の か ， ど

ん なお稽古を させ る の か，い か に 過 ごさせ る か は，各家

庭 の 価値づ けが 影響を及 ぼ す と考えられ る。読書 も また，
選 択 の 自由度 が 大 きい 行動の

一
っ で ある。初 め て 本 と 出

会 うの も多 くは家庭 で あ る 。 成長 し て も家庭 が読書の 場

に な る場合 が多 い 。こ れ らの こ とを 考 え れ ば ，家庭 の 影

響 は 比較的大 き い の で は な い か と推察され る。子 の 読書

に親が 影響 を与え る こ と は，体 験 的 な エ ピ ソ
ー

ドとして

も示 され て い る （例 え ば 福沢 ，1991 ；亀村 ，1984）。

　本研究 の ねらい は，近年示 され て い る次 の 3見解を理

論的枠組み とし て 参考 に し，読書 に 関 して 家庭環境 と し

て の 親 が r・に 与 え る 影響 の 検討を実 証 的 に 行 うこ とに あ

る。

　第 1 の 見 解 は，日 常生 活 の 中の 特定 の 領域や活動 に注

目し，初心者 として の 子 ど もが 熟達化 して い く過 程 と し

て，発達 を 捉え る考え方で あ る （無藤，1992 ；price＆

Hatano，1991；Rogoff，1990；Valsiner，1988）。　 Rogoff

（1990）は．「

認知 的 徒弟制」 とい う語 を用 い て，初心者 と

して の 子 ど もが
， 社会 に お い て 文化的に 構造化された実

践活動 （practices）に参加 し，熟達者と して の 大人を観察

し た り，熟達者 に 導か れ て
一緒に そ の 実践 を 行 っ て い く

こ とに よ り熟達化 して い く過 程 を説 明 して い る。一．
搬 的

な 認知 能力や 言 語 能力 を問題 に する の で は な く ， 生 活 に

お け る活 動 自体を対象 とし ， そ の 活動 の 熟達化 と して発

達 を捉 える 考え方で ある。

　第 2 の 見解は，生活す る 文 化 に よ り，子 ど もに 対す る
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期待や与え る道具 は 異な っ て お り，特 に 家庭 （親 〉 は，

子 ど も が 熟達化 す る領域 や 熟達様 式 の 選 択 を行 い ，子 の

熟達化を方向付ける機能 を果 た して い る とす る 考え 方 で

ある （東 ・柏木 ・ヘ ス ，1982；Hatano，1982 ；Rogoff，
1990）。Price＆ Hatano （1991）は，家庭 （親）は，各

家庭 が 重 要だ と価値 を 与 え る 特定 の 領域 を 選 択 し，そ の

領域 に お い て 子 ど もが 熟達化す る よ う動機 づ け た り育 て

た りす る 環境 で あ り，家庭 が ど の 領域を どの 程度重要 と

考えるか，どの ような役割を果 たす か が ，子 ど もの 学校

に お け る認 知 課 題 達成 の 個 人 差 に影響を与 え る と して い

る。そ し て ，環境 と し て の 家庭 の 役割 を 5 種類 に 分 け て

い る。  子 ど も が 生 活す る 文 化 の 目的や価値を，子 ど も

が他者 と共有 で きるようにする
一

次的な座談 の場 （forum）

の 役割，  あ る課 題 で 子 が熟達化す る よ う，親は 親方，

子 ど もは 徒弟 と し て ，子 に 仕事を与 え評価 や 援助す る徒

弟制 を提供す る 役割，  各家庭 は 子 ど もが家で 学ばねば

ならな い こ とに つ い て カ リキ ュ ラ ム をもっ て お り，そ れ

に沿 っ て 子どもに 教授す る役割，  子 ど もが 課題 を 円滑

に 行 うの に 障害 とな っ て い る 部 分 ，不 得 意部分 を指摘 し

援助す る 役割，  子 ど もが 課題 を 行 うの に 障害 とな っ て

い る 環境を取 り除き ， ．E手 くで きない 部分に 関 し方略 を

教 え る役割 の 5種類 で あ る．そ して ， 領域 に よ り家庭 の

影響が 強 い 領域 と弱 い 領域 が あるだ ろ うと して い る。

　 田 島
・臼 井 （1979）は，認 知 的 社会化 研 究 を展 望す る 中

で
， 家庭環境 は

， 相互 交渉を中心 と した 社会対人的 側 面

と物理的側面 に 分 け る こ とが で き，従来 の 研究 は 前者の

側 面 に 集中 して きた傾向があ り，また 家庭環境 は HOME

（Home 　Observation　fQr　Measurement 　 of 　 the

Environrnent＞や SES （Socio　economic 　status ）な どの

一
般変数 を指標 と し て 研究 され て きた と して い る。だ が

，

特定 の 領域 で の 熟達化 として 発達を考えるな らば，一
般

的 な環 境変数 の み で は な く，対 象 とす る領域 固 有の 環境

が ど の よ うに 準備 され て い る の か，ど の よ うな社会的 相

互交渉が なされ ， そ の 領域 固 有 の 物理 的環境 が，どの よ

うな形 で どの 程度子 ど もに 提供 され て い る の か を検討 す

る こ とが 必 要 だ と考 え られ る。

　第 3 の 見解 は，子 どもの 熟達化 に 伴 い ，親 との 相互 交

渉の 内容 は 変 化 して い く とす る知 見 で あ る。外 山 ・無 藤

（1990）は．食事場面 の 母子相互 交渉 の 分析 か ら，二 宮 ・
梶

田 ・吉田 ・杉村 （1992）は入 浴 に関 す る 母 親 へ の 質問紙 に

よ り，日 常的活動 に お け る，子 の 年令に伴う相互 交渉 の

変化 を示 して い る。ま た Kindermann ＆ Skiner（1988）

は，歩行，食事，着 衣 に関 して ，9カ 月 か ら 21カ 月 まで

の 母子相互交渉を観察し ， 各々 の 行動 の 習得が生物学的

にまた社会文化的 に 必要 と され る 時 に，交渉の 量 が 最 も

増加す る こ と，自立 と共 に 母 親 の 随伴的反応は減少す る

こ と を示 して い る。活 動 の 習得 に と っ て 重 要 な 時 期 と習

得以降で は ， 社会対人 的環境として の 交渉の 様式が 変化

し，環境の 与 え る影響が変わ る こ とが明らか に な っ て い

る。

　以上 の 3知 見 を参考に し
， 本研 究 で は ．第 1 に 文 化 的

な活動 の 1 つ で ある読書を対象 に し，第 2 に読書 に 固有

の 家庭 環境を，子 の 読書行動 へ の 参加 と熟達化 に果 たす

機能 とい う観点 か ら整理 し，第 3 に 子 の 年齢に よ る影響

の 違 い を検 討 す る。こ の た め，具 体的に は，研究分析枠

組み ，研究対象 に つ い て ，以下の 2点 を考慮 した 。

　第 1点は ， 家庭 の果たす役割を，Price＆ Hatano（1991）
の 分類に直接対応す るもの で は な い が，子 ど もが 読書行

動 に対 す る機 能 の 点 か ら 5 種 類 の 内容 に 分 け て 考 える こ

と で あ る。  家 に本 が あ り，子 ど も が 本 文 化 に 接 触す る

こ とを物理 的に 可 能 に す る 物理 的環境設定，準備者 と し

て の 役割，  親 自身が よ く読書 を行 い
， 読書熟達者 の モ

デル と して の 親が初 心 者 と して の 子 どもに 行動 の あ り方

を見せ る役割，  r一どもに 本 を 読む こ と を勧 め た り，1

の た め に本 を 買 い 与 えた り， 本 屋 や 図 書館へ 連れ て い く

こ とに よ っ て ， f一どもの 読書活動参加への 直接的な動機

付 け を行 う役割，  親が 子 ど もに 本 を読ん で や る こ とに

よ り読 み 方 を 教授 した り，子 どもが 本 を理 解 で き る よ う

読書 の 熟達化 を援助す る役割，  子 ど もの 読書 を ほ め た

り，よ りよい 読み 方の 助言 を行 うような 行動評価者 の 役

割で あ る。

　こ の 観点 か ら，今 まで に 行 わ れ て き た読書環 境 に 関す

る研 究 をみ る と，家庭 の 社会経済的地 位 とい う全般的な

家庭環境が子 どもの 読書最や読書内容 に影響 を 与え る こ

とは 米国で行 われ て きて い る （阪本 ・岡 田 ・高木 （1979｝の

レ ビ ュ
ー

に よる）。また深谷 （1978）は 500名 の 幼 児の 親を

対象 とす る調 査 か ら，本 に 対 す る母 親 の 好意度 と r一ど も

の 好意度間 に は 0．24の 相関 が あ っ た が，父親 の 好 意 度 と

の 相関 は非常に 小 さか っ た こ とか ら，母 親 の 読書好意度

が 子 に 影響を与える こ とを 示 して い る。親 の 好 意度 と子

の 好意度 の 関 連が言 及 され る こ とは 多い 。だ が，親 が 本

好 き で あ る こ と が，子 の 読 書 に 親 が 関 わ る 際 に具 体 的に

ど の よ うな 形 の 行 動 とな っ て 影響 を与え る の か ま で は，

必ず し も十分 に 検討 され て い な い 。

　親の 行動 とい う点で は，上記 5 内容の うち，  の 親が

よ く読む 点 に つ い て は ，深谷 （1983）が 小 4か ら小 6 を対

象 に ， 両 親 の 読書 量 と子 の 読書量 問 に 関連 が あ る こ とを

示 して い る。  の f’を直接動機 づ け る 点 に 関 して は
， 小

学生で は物語や童話をよく読む子 の 方が 母親 が 本 を 買い

与える こ とが多い こ と （福武書店教育研 究所 ，1985），中

学 生 で は 本好きの 子 ほ ど本 が 多く，幼い 頃 か ら本を 買 っ

て もらう割合 が 高い こ と （福武書店教育研究所 ，199ユ）が

報告され て い る。  の 親が本を読んで あげる点 に 関 して

は，本好きの 子 ほ ど，幼 い 頃 か ら本を読ん で も ら っ た割

合 が 高い こ と （福武書店教育研 究所 ，1991）が 示 され て い

る。ま た，小，中，高校 生 を 通 した 調査結 果 と して 毎 日
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新聞世論調査 （1991）は，マ ン ガ で は 両親が マ ン ガ を よ く

読む こ とが子 の マ ン ガを読 む 量 に 強 い 影響 を与えるが，

本 で は 両親 自身が よ く読 む こ と よ り も，本の 内容に つ い

て 子 ど も と話 す こ と が 子 の 読 書 量 に 影響 を与 え る こ と，

すなわち親が 子どもの 読ん で い る本 に 関心を示 し，話題

にす る こ とが 必 要だ と して い る。  の 行動評価者として

の 役割 に 関 して は，秋 田
・
無藤 （1991）が 小中学生の 読書

の 意 義 に 対 す る捉 え方 を検 討 し，小 3 で は 大 人 に 褒 め ら

れ る こ とが 空 想 した り感動 で き る こ と と並 ん で 評定 が 高

い の に 対 し，学年 と共 に 空想や感動 は 高くな る が賞賛 は

低下す る こ と，す な わ ち，子が 親 を 自分の 読書行動評価

者 とし て認識す る こ とは 年齢 と共 に 減少す るこ とを示 し

て い る。

　以 上 の よ うに，5 つ の 役割の うちの 1 つ に 焦点をあて

た研究 は ある。だ が，役割を整理 し，それ ぞれ の 影響 を

比較し検討する こ とは，ま だ行われて い ない 。本研 究 で

は，読書環 境 の うち  か ら  に 関 し て ，具体的な指標 と

して ，   は 自宅 蔵書量 ，   は 父 ・
母の 読書量 ，   は 本 屋

や図書館 へ 連れ て い っ て もらう頻度，  父 ・母 に 読み 聞

かせ を して も ら っ た頻度を用い て，検討 を行 うこ とと し

た。

　第 2 点 に は ，家庭環 境 の 影響 の 変化を横断的に 検討す

るた め， f一ど も側 の 変数 として，被調査者 の 学年を 1学

年 の み で な く， 複数学年取 り上げ る こ とに す る。また ，

子 の 読書 の 変数 と して 読書量とい う行動面 の み を取 り上

げる の で な く，読書 に 対 す る好 み や意欲等感情 面 も別 の

変数 と し て 取 り上 げ る。読書量 と読書 に 対す る 感情 の 間

に は 関連性 は ある だ ろ う。だが，この 2 指標を区 別す る

こ とに よ っ て ，親 の どの よ うな役割 が 子 の 読書の どの 側

面 に どの 程度 の 影響 を与え る か を検討 で きると考えられ

る か ら で あ る。

　以 E，本研究の 目的は，読書固有の 家庭環境 の 役割 を

整理 し ， そ れ ぞ れ の 役割が 子 の 読書 量 ， 読書 に 対 す る感

情 に ど の 程度 の 影響 を与えるの か，また そ の 影響は 年齢

と共 に どの よ うに変化す る の か を 明 ら か にする こ とで あ

る。

方 法

〈 調査対象 〉　千葉県内 の 3 小 学校 1 中学校。小 3 ；146

名 （男 80，女 66），小 5 ： 164 名 （男 72，女 92 ），

中学 2年生 ：196名 （男　102，女　94 ）計 506名。字が

す らす ら読 め，ほ とんどの 者が
一一

人で 読書が で きるよう

に な り，かつ 質問 紙 へ の 回答が可 能な学年とい う基準で，

最少学年 と し て 小 3 を選 ん だ。

〈 調 査 方 法 〉　学級単位 の 集 団一斉 実 施 の 質 問 紙 調 査 。

〈質問内容〉 大きくは，  f・の 読書行動 に 関する項 目

　  読書環境と して の親の役割を調べ るた め の項 目の 2部

分か ら成る。質問項 目の 具体的内容および評定法 は Table

1に 示 した。尚， 親の 行動 に 関する回答を， 親で は なく子

どもに 求めた の は，子 どもの 行動に直接影響 を与 える の

は，親自身が自分の 行動 をどの よ うに 認識 して い るか よ

りも，親 の 行動 に 対す る 子 の 認識 で あ る と考えた か らで

ある 。

〈分 析方法 〉
「
親 の 読書 に対す る感情と子 の 年齢 が子に

対す る 親 の 行動 に影響を 与 え，さらに親の行動が子 の 行

動 や 感情 に 影響を与 え る 」 とい う単方向 の 因 果連鎖を想

定 し た。子 の 行 動 や 感情 が 親 の 行 動 に 影 響 を 与 え た り，

親 の 行動 が 親の 感情に影響を与える方向性 も考え られ う

る。だ が ， 本論 文 で は 親 が 子 に 与 え る影響を 論 じ る の が

ね らい で あ り，また パ ス 解析 とい う手法 の 制約 もあ り，

親 の 行動 か ら子 側 の 行動や感情 へ の 単方 向 を仮定 し分析

す る こ ととした。具体的 には ，子 の 学年と親 の 好意度 （父，

母）の 2変数を第 1水準，親 の 読書量 （父 ， 母）， 自宅蔵

書量 ， 幼少時 の 読み 聞かせ 頻度 （父，母），図書館 ・本屋

へ 連 れ て い く頻度 の 4 変数を第 2 水準，子 の 感情 （好意

度 ， 意欲 ）， 子 の 読書量 〔月 刊 読書冊 数，1 日の 読書時間）

の 2変数を第 3水準 とし，第 1水準か ら順次，次 の 水準

へ と単方向の 因 果性を仮定 し，パ ス 解析を行 っ た 。尚，

複数項 目か ら構成され る変数に 関 して は，各項 目 の 評定

値 の 合計を変数 の 評定値 とし て 取 り扱 っ た。

結 果

1　親の 役割内容に よる影響の 違い 　各項 目，各変数 の 学

年別 平 均 評 定値 を 示 した の が，Table　2 で あ る。「
親の 4

つ の 役割行動」 を 説明す る 変数 と して
「
親 の 好意度 」 と

「
子 の 学年」 の 2変数を，「

子 の 感情 」 と
「
読書量 」 を説

明す る変数 と して ，「
親 の 4 つ の 行動 」 と 「

好意度」，「
子

の 学年」 を説明変数 とし て 用 い ，パ ス 解析 を行 っ た。そ

の 結 果 を 図 示 した の が Fig．1 で あ る。

　まず，「
親 の 好意度」 か ら

「
親の 4 つ の 役割行動 」

へ の

有意な 正 の パ ス 係数が 示 され た。親 が読書好 きで あ る こ

とが，子 の 読書を促す様 々 な働きか け行動 の 程度 に 影響

を 与 え て い る こ とが 示 され た。

　次に，「
子 の 感情 」

へ の パ ス 係数 をみ る と，「
図 書館 ・

本屋 」
「
読み聞か せ 」 か らは有意なパ ス 係数が 得 られ た の

に 対 し，「
親 の 読書量」

「
蔵書量」 からの パ ス 係数 は 有意

で は な か っ た。こ こ か ら， 読み 聞 か せ や 図書館 ， 本 屋 に

連れ て い く等，子 どもと直接関わる こ との 方 が蔵書量や

親 自身の 読書量 よ りも ， 子 ど もの 読書に対する感情に 影

響を与える こ とが示唆 された。

　尚，
「

読み 聞か せ 」 に 関 して は，父，母 の 評定値 を 分け

パ ス 係数を算出す る と，「
母 の 読み 聞 か せ 」 か ら

「
子 の 感

情 」
へ は，．18 （p ＜ ．001），

「父 の 読 み 聞 か せ 」 か ら 「子

の 感情」
へ は ．04（n ．s．）の パ ス 係数が得 られ ， 父 よ りも母

の 読み聞か せ が 影響を与えて い るこ とが 示 され た 。

　一方，厂子 の 読書量 」
へ は，「子 の 学年」 か らは負の パ
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Table　 1　 本研究 で使用 した 質齲 の 内容 と評定方法

1　子供の読濬行動に関する質問

　   読疊量 a 月間読書跚数 （5段階譚定〕

　　　　　　　　 1：1冊 2二1−2冊 3：3−5冊 4：6−1跚 5：11冊以上

　　　　　　　 bl 日繭 （6 縢 ）

　　　　　　　　 1：吩 2：30分位 3：1時間位 4：2時間位 5：3時間位 6：3時間より多い

　   盛壇 　a 好意度 「あなたは読書が好きですか」 に対する 5段階評定

　　　　　　　　 5：とて も好き
一1：全く好きでない

　　　　　　　 b 意欲 「もしあなたに時間とお金があれば 、本を読みたい ですか」に対する

　　　　　　　　 5段階評定

　　　　　　　　 5：とて も読みたい
一1：全然読みたくない

ll 親の行動に関する質問

A　行動

　   拗理的環境の準備 ：自宝の薩竇量

　　　「あな たの本以外に 、あなた の お う ち に はお よ そ何冊 ぐらい本が あ りますか」へ の 6段階評定

　　　　　 1：〔ト30冊 2：31−50冊 3：51−10〔冊 4：101−・150冊 5：151−200冊 5：21跚 より多い

　   親自身の読書行動 ：読叢量

　　　（父 、母そ れぞれに っ い て ） 「あなたの お父 （母）さ ん は本をよく読んで い る と思い ますか」

　　 へ の 5段階評定

　　　　　 5：とて もよく読む
一1：全く読まない

　   本を読むよう直接動機づける ：＿図m u 度

　　　「あなたの お父さ んやお母さ ん は あなた に 、本を勧めたり図書館や本屋へ 連れて い っ て くれま

　　　 すか 」へ の 5段階評定

　　　　　 5：よく運れてい っ て くれる　4：まあ 3：たまに　2：あまり連れてい っ て くれない

　　　　　 1：全然運れて い っ てくれない

　   子どもに本を読んでやる ：小さSc｝tee）iffzaltwfi度
　　　　（父、母それぞれにつ い て） 「あなたが小さい頃 、 お父 （母）さんは＝ 緒に本を読んでくれ

　　　　 ましたか」 へ の 5段階評定

　　　　　　5：毎日読んで くれた 4：ほとんど毎日　3：時 々 2 ：たまに 1：全然読んで くれなか っ た

B　感情 ： 妊童度

　　　　「あなたの お父 （母）さんは読書が好きだと思 い ますか 」へ の 5段階評定）

　　　　 5：とて も好き
一

！：全 く好きで ない

注 1 ：下線を付したもの が 、本研究の変数名で ある 。
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Table　2　読書に閲 ナ る 親 と子 の 変数 の 学年別平均評定 　 Table 　3　親 の 行 動 か ら子 の 感 情，読 書量 へ の 学 年別 重 回 帰分 析結

　　　　　値 〔SI）丿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 菓 ζ漂 準 偏 回 帰係数及 決定係数丿

項目＼学年 ノ亅、3　　　弓、5 中2

子の読書量〔MAX＝11｝

　 月間読書冊数｛  ＝5〕

　 1日の読書時間（MSX＝5｝

子の慝情｛MAX・10）

　 好意躑  ・5）

　 意欲 〔MAX・5）

6．3〔2．0｝　　5．7〔1．5〕　　5．2［1．9）
3．7｛1，2｝　　3．2〔0．9〕　　2伽6〔1．0〕

2．5（1．0）2．5〔1．0） 2．6｛1」〕

7．4〔2．3｝　7呷1｛1．8〕　6．9〔1．9｝

3．9〔L2｝3．4｛LD｝3．4U．1〕
3．6【1．4）　3．7（L1）　3．5〔1．2）

基準変数 子の感情

小3 小5 中2

説明変 β r β r β r

親の読書量

蔵書量

読み聞かせ

図書館・本屋

，05

，00

．31楙

，27榊 ＊

．15

．09

．41桝

．3s＃ 一

，07　　　　　呷21■●　　＿03　　　　．正9＊
層．15　　

−，09　　 」2　　 ．20零零

．29零零●　　，34雫■　　．02　　　　呷19事零

．23零零　　　　＿34零孝　　　■29雰1零　　・33事拿專

3・4〔1．6｝　3．2に．5）　3．2｛1．1）

5．312．2）　　5，2｛1．9）　　5．3【1，9）

3，0〔1．4）3ユ〔L3〕2．6【1．1）

3．3（1の3｝　3＿1（1．n　　2．8（1．1）
2．9｛1．4〕　3＿1〔1卩2）　2．9〔1．2）

5．9〔3．O）　5呷8｛2＿8）　5，2〔2■5｝

2，4〔1■5｝　2，3｛1●3｝　2●1｛1，2｝

3．5｛L2｝　3．5（1，1）　3．2〔1．5】

5．6｛2．0）　5．9〔1，8｝　6．4（1．8）

3．1〔1．4｝3．4〔L2〕3．1（1．1）
3．5〔1．2〕　3．5〔1．1〕　3．1に．1｝

決定係数［R2）　．22＃ ＊ ．21‡‡零 ．13榊 ホ

囎 量闘弌｝

親の読書量〔甑X＝10）

　 父〔  ・5｝

　 母（MAX・5｝

鴎 館幽糧 ｛  ＝5｝

読み聞かせ｛mm＝10）

　 父〔MAX・5〕

　 母〔mx・5）

親の妊意度（mx；10〕

　 父階 5｝

　 N（MAX・5）

基準変 子の読書量

数 小3 小5 中2

説明変 β r β r β r

親の読書量

蔵書量

読み聞かせ

図書館・本屋

，08
．18零

，25榊

．09

．2了榊

．27林

．35鰰

．24纏

．05　　　 ．19桝 　一．09　　 ．09

．06　　　．08　　 27‡零　 ．31●林

．12　　　　　　．16ホ　　　　．D9　　　　　，15零

，25ホ零　　　，24零孝　　凾18ホ　　　．24零寧拿

決定係数〔R2】　．IS＃ ‡ ．11＃ ．13零林

注3 ：寧はpく．05，＃ はpく．Ol，＃ iは pく，eOlの有意水準を表している。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＝ 20

　　　　
子 の 学年

孟騨

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　　　 親 の 好 意 子 の 感情

　　　　　　　　　　　　　　．37　　 〔R2＝．14〕　　　　　 ．20　　　　（R2＝．18〕

Fig． 1 親 の 好意度 ， 行動 か ら子 の 感情，読書量 へ の パ ス ダイ ア グ ラ ム

注 2 ；矢印 ヒの 数値 は 標準偏 回帰係数 を， （ ）の 数値は 決定係数をあ らわ し て い る。

　　　　　　　　p ＜ ．05 で 有意な値 の み 記 した。
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ス が，「
図書館

・
本屋 」

「
読み 聞 かせ 」

「
蔵書量 」 か らは正

の パ ス が 示 され た。
「
蔵書量」 は 「

感情」
へ の パ ス 係数 は有意で は ない が，「

読

書量 」 に は 有意な正 の パ ス 係数を示 して い る。す な わ ち

家 に本 が あ る こ とは，読書量 に は影響を与え る が，感情

へ は 直 接 影 響 を 与 え て い ない と推察 され る 。こ こ か ら，

親 の 果 たす役割行動 に は，子 の 感情 と行 動 と い う異なる

面 に 影響 を与え る行動がある こ とが示唆 された。

2　年齢による親の 影響 の 変化　親 の 影響の変化 を調 べ る

た め，親の 4種類の 行動 を説明変数 とし，子 の 感情 と読

書量 へ の 重回 帰分析 を 学年別 に 行 っ た 結果 が，Table　3

で あ る。

　 「
子 の 感情 」 に 関 して 決定係数 の 値 を 見 る と ， 高学年

ほ ど小 さくな っ て い る D また 「
読書量」 に つ い て も ， 小

5 ，中 2 の 方が 小 3 よ り も決 定 係数 が 小 さい 。

　そ こ で さらに各説 明 変数 の 標準偏 回帰係数 をみ る と，
「

読

み 聞 かせ 」 か らの 係数 の 値 は 高学年 ほ ど小 さ くな っ て い

る。同様に，「子 の 読書量 」
へ の 値も，「

読み 聞か せ 」 か

らの 値 は学年 と共 に小 さくなっ て い る。こ こ か ら，
「

読み

聞 かせ 」 の 影響 は 子 の 学 年 と共 に 弱 く な っ て い くこ と，

中学生 で は，幼少時の 読 み 聞か せ の 影響 は ほ とん どな い

こ とが 明 ら か と なっ た。

　一
方，「

図書館や本屋」 の 影響 は，小 3 の 「読書量 」
へ

の 影 響は有 意 で はな い が，小 5，中 2 で は
「
子 の感情」

「子

の 読書量」 い ずれ に 対 して も係数 の 値 は 有 意 で あ り，そ

の値に は あま り大き な変化は 見 られない 。した が っ て，「
読

み 聞か せ 」 の 影響 は 弱 くな っ て い くが ，

「
図書館 ・本屋 」

の 影響は 中 2 に お い て もある こ とが 明らか とな っ た。こ

こ か ら役割 に よ っ て ，子の 年齢 に 伴 い 影 響 が 弱 くな る役

割もあれば ， 年齢 に よ らず影響 を与え る役割 もあ る 可 能

性 が 示唆 され た 。

考 察

　本 研 究 で は ，近年提示 され て い る 発 達 モ デ ル の 1つ で

ある，初 心 者 と して の 子 ど もが熟達者 と して の 親に 参加

を 促され る こ とに よ っ て ある領域 に お い て 熟達化 して い

くとい うモ デル を参考に し，読書の 習得 と発 達 に おける

親 の 役 割内容 を 5 つ に 整理 し た。そ し て ，  家に 本 を 置

く とい う物理 的環境準備者 と して の 役 割，  親 自身 が 読

書を行 い ，読書熟達者 の モ デル を子 に 示す役割，  子 に

本を読む よ う勧め た り，子 の ため の 本を買 い 与えた り，

本屋 や 図 書館 へ 連れ て い くな ど子 ど もの 読書活動参加 へ

の 直接 的 な 動 機 付 け を 行 う役 割，  親 が 子 ど もに 本 を読

ん でや る こ とに よっ て 直接読み方を教授 した り，子 ど も

が本を 理解で き る よ う援助 した りす る 役割 の 4 内容 を取

り上げ，親 の 読書好意度 とそれ らの 役割行動 と の 関連，

親 の 行 動 と子 の 読 書 量，感情 との 関連 を子 の 学年 に よ る

変化を考慮 し て 検討 し た 結果，新 た に 次 の 4点 が 明 ら か

とな っ た。

　第 1に，親が読書好 きで あ る こ と が．子 の 読書 の 自立

を 促す 親 の 様 々 な 働 き か け の 量 に影響を与 え る こ と，第

2 に親が読 み 聞か せ を し た り図書館や 本 屋 に 連れ て 行くな

ど，読書 に 関 して 子 ど も と直接関わ る こ との 方が 蔵書量

や親 自身の 読書行動 よりも子の 読書感情に 与える影響が

大きい こ と，第 3 に家に本があるとい う蔵書量は 子の 読

書量 と関連が あ る が，感情 と関連 が あ る の は 読 み 聞 か せ

や図書館や本屋へ子を連れ て い く とい っ た 子 と の 直接的

な 関 わ りで あ り，親 の 役割内容 に よっ て 子 の 感情と関連

の ある 役割 と読書量 と関連 の あ る役割が ある こ と，第 4に

読 み 聞 か せ の 影響 は 学年 と共 に 小 さ くな っ て い くの に 対

し，図書館 ・本屋 に連 れ て い く役割の 影響度 は 変化 せ ず，

子 の 学年 に 伴い 影響が 弱くな る 役割 もあれ ば，変 わ らず

影響 を与 え る役割 も あ る こ とで ある。

　読 書 とい う文 化 的行動に お い て は，親 が読書をどれだ

け重視 し，子 ど もが 読書 に 参 加 で き る よ うに す る た め，

どの よ うな環境を実際 に 準備す るか が 子 の 読書量 や 感情

に影響 を与 え る こ とが 示 され た 。 環境 と して ， 物 理 的な

環境 だ け で は な く ， む し ろ参加 の 機 会を与える よ うな親

か らの 対人 的な働きか け とい う社 会 的 環 境 が 重 要 で あ る

こ と，役割に よ り親の 影響 が 弱 くな る役割 と変 わ らぬ 役

割 の ある可能性 が 示唆 され た。

　幼少 時の 読み 聞か せ に 関 して は，中学 生 で は感情 ， 読

書量 い ずれ に 関 して も標準偏回 帰係数 の 値は小さく有意

で は な か っ た。こ れ は
， 中学 牛 に な る と読書 が 自 立 的 に

で きるように な っ て い る こ と を 示唆す る 結果 で あ る と解

釈で き る
一

方，幼少時 の こ とは 中学生に と っ て は か な り

前 の こ とで あ る の で 正 確な記 憶が得 られて い ない た め で

は な い か ，読書 に 限 らず こ の 時期 に は 実 際 よ りも 親の 行

動を過小評価す る傾向 が あ る ため で は ない か，横断デ ー

タ で あ る の で，こ の 年代 で は まだ 全体 と し て 読み 聞 か せ

が 今 ほ ど盛 ん で は な か っ た とい うコ ホ
ー

ト効果 の た め な

ど の 解釈 の 可能性 も考 え る こ とが で き，本デ
ー

タ だけで

は こ れ らの 可 能 性 を 反 駁 す る こ と は で き ない ，

　以 上 の よ うに役割 に よ る違 い に 関す る結果 は得 られ た

が，全体 と して ，親の影響を説明 す る決定係数 は 高 い も

の とは 言 え な か っ た。こ の 理由 と して は，第 1に は，子

の 読書 に は 親 の 影響 よ りも，物 理 的な時間の 制約等 の 要

因 が 強 く影響 し て い る 可 能性 が 考 え られ る。近 年 子 ど も

は勉強や習い 事 ， ク ラ ブ活動などで 忙 しくな り，自由に

遊 べ る時間が 減 っ て い る と言わ れ て い る。し たが っ て 親

か ら影響は 受けて い て も，そ れ が 直接行動 や 意欲 に結び

つ い て い ない 可能性 が 推察 され る。

　 第 2 に ， 本研究 の 方法論 の 問題 が 考え られ る．質 問 紙

法を用 い て い るの で ，自覚化 され て い る範囲 で しか影響

を 捉 え る こ とは で きない ため に，影響 が 小さか っ た 可能

性 も考 え られ る。
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　デ
ー

タの 収集 に 関 して は．本研究 で は 次の 4 点 が 今後

の 課題 と して 検討 の余地 が残 され て い る と考え られ る。

　第 1 に，本研 究 で は 親 の 影響を調 べ る 方法 と し て ．子

ど も に親 の 行動 に 関す る 回 答 を求 め た 点 で あ る。こ れ は，

方法 の 所 で も述べ た ように，子どもの 行動 に 直接影響 を

与 え る の は，親自身が 自分 の 行動 を どの よ うに 認識 して

い るか よりも，親 の 行動 に 対する子 の 認識 で あると考 え

た か らで あ る。した が っ て ，親の 行動 実態 と親 の 行 動 に

対す る 子 の 認 識 に どれ だ けの
一

致，あ る い は ずれ が あ る

の か は 本研究で は 明 らか で は な い 。数多く本 を読み 好 き

な 子ほ ど親 の 行動を肯定的 に 過大評価 し た り，反対 に 嫌

い で 読ま な い 子 は過 小評 価す る可 能性 も 否 め な い 。こ の

点を克服 し て い くた め に は ，親の 方に も回答を求 め る こ

と ， ま た 親 の 行動 を 尋ね る 際に は ， どの 程 度行動 して い

る の か を
一

般論 として 尋ね る の で は なく，「
こ の 1カ 月 に

何回図書館 に 連れ て い っ て も らい ま したか 」
「先月 1カ 月

の 間 に お か あ さん が 読 ん だ 本 の 名前 を 挙 げて ドさい 」 と

い っ た よ うに ，よ り具体的な質問形式 にす るな ど の 工 夫

が必 要 で あ っ た と考 え られ る。また社会的望 ま し さ へ の

バ イ ア ス を 抑 え る た め に は，読書 だ け で は な く，ス ポー

ツ や テ レ ビ に 関 して も 尋 ね る など複数の 活動を並行 し て

取 り上 げ 聞 い た方 が よ か っ た と考 え られ る。

　第 2に，子 ども側 の 読書行動 に 関する質問項 目 として，

読書 量 と感情に 関 して は 尋ね た が ， 読書の 様式 （読む 内

容や読み方）や，読書技能，読書 に 対する考え方 に 関 し

て は 質問 を 設 け な か っ た 点 で あ る。読 書 量 や 読 書 感情 へ

の 親の 働きか けの 影響が 明 らか に な っ た 現 在，さらに 研

究 を
．
歩進 め る た め に は，どの よ うな働きか け が 子 の 読

書 の あ り方 に どの ような影響を どの 程度与 えるの か を，

詳 細 に 検討す る こ とが必 要 だ ろ う。

　第 3 に ，親 の 役割行動 を 5 種類 に 分類 し，そ の うち の

4行動を と りあげ検討 したが ， 各役割行動を測定す る質問

項 目を 1項 目ある い は父 ・母別 に 2項 目しか 作成 し なか っ

た点 で あ る。例えば，「
本を読む よ う直接動機づ ける 」 と

い う役割を測定す る項 目 とし て
「
図書館 ・本屋 へ 連れ て

い く頻度」 を取 り上 げ た が ， 例 え ば 「実 際 に本 を読 む よ

う勧 め る頻度」 や
厂
本 を買 い 与える頻度 」 な どもそ の 役

割を測定す る項 目に な り得 る だ ろ う。ま た親や 子 ども が

読ん だ 本 の 内容 に つ い て ，親子 で 会話 をす る こ とも，小 ・

中学 生 の 時期 に は 大 き な 影 響 を与 え る こ とが 親 子 読 書 会

の 実践記録 （例えば 日本子 どもの 本研究会 ，
1988a

，b）で

は報告され て い る の で ， こ う した項 目 を含 め る こ とも で

きる だ ろ う。複数 の 項 目に よ っ て 1 つ の 役割を測定 して

い く
「
質 問 の 厚 み 」 が必 要 で あ っ た と考 え られ る。

　第 4 に ，子 ど もの 側 の 属性 を表す外生 変数 と し て ，本

研究で は
「

学年」 を 取 り上 げた。「読み聞か せ の影響は 学

年 と共に弱くな っ て い く」 とい う際に，「
学年」 が 意味す

るもの が何で ある か に 関 して は，本研究で は多様な解釈

が 可能 で あ る。それ は，本研究 で は 子 ど もの 認知的能 力

や社会的能力，読書経験 の 長 さや読書固有 の 技能 の 発達，

様 々 な生 活経験や 生 活 様式の 変化な ど多様な内容を含み

代 表す る変数 とし て
「
学年 」 を用い た か らで あ る。親 の

影響 が 弱くな っ て い く の は，子 の ど の よ うな能力 の 発 達

に 応 じたもの で ある の かを明 らか に するた めに は ，子側

の 能力内容 と して 様 々 な能力 を測定し た変数を導入 し，

ど の 能 力 が 影 響 して い る か を よ り明 確 に 同 定す る こ とが

必 要だ と考 え られ る。

　 ま た分析方法 に 関 して は，本 研 究 で は
一

方向の 因 果連

鎖モ デ ル を想定す る こ とに よ り，デ ータ の 解析 を 行 っ た。

だ が，現 実 に は 親 の 行動 に よ っ て 子 の 行動 が一
方向的 に

影響 を 受ける だ け で は な く，子 の 行動 に よ っ て 親 の 子 に

対 す る 行 動 も 当 然影響を受 け る は ず で あ る。こ の 点は ，

実態 に 即す よ う，さ らに モ デル を洗練 させ て い か ね ば な

ら ない と考え られ る。

　最後 に，理 論的な課 題 と し て，本研 究 で は 文化的な行

動 と して 読書 を取 り Eげ ， 親 の 果 たす役割内容 と子 の 行

動 の 関連を検討 したわけだが，本研究で 得 られた知見 が

他 の 文 化 的な行動 に お い て どの 程度支持 され うる の か ，

そ れ とも読書行動特有 の こ とで ある の か の 検討 が 必 要 だ

と 考 え られ る。例 え ば，読 書 で は 物 理 的な 環 境 よ りも，

子 どもへ の 直接的な関わ りが影響を与えた。こ れ は ，読

書 が 高度な認知的技能を要 す る行動 で あ り， 読書 を
一

人

で 楽 しめ るような技能を習得するの に時間を要するこ と，

ま た最 終 的 に は 友 人 と共 に 行 う よ り も
一一

人 で 行 う行 動 で

ある とい う行動の 持つ 性質が 関与 し て い る と考えられ る。

だ が ， 行動 に よ っ て は ， 物理 的環境さえ準備 されれば子

どもが 積極的 に行動する行動 も有 り得 るだ ろ う。漫画や

フ ァ ミ コ ン な どは 物理 的環 境が整 え ば子 どもは か な り 自

発的に 行 うか も知 れ な い が，ピ ア ノ や バ イ オ リ ン な ど楽

器 演奏で は 親の 関 わ りが必 要 で は ない か と予 想 され る。

　また，読書 に 関 して は，中学生 に なれ ば親 の 影響 は 弱

くなっ て い るが，どの よ うな行動 で も中学生 に なれば影

響 は 弱 くな る の か，反対に こ の 時期 に 影響 が 強 く なっ た

り，新 た に 影響 が 出て く る行動 も あ る の か ， も っ と早 く

か ら親 の 影響が なくなる行動 もあるの か を検討す る こ と

に よ っ て ， 読書の 習得 と自立 過 程 の 特 徴がさらに 明 らか

に な る だ ろ う。従来 の 読書研究 の 多 くは，読書領域 の 実

態 に の み 焦 点 を絞 っ て 検 討 を して き た。だ が，他 の 様 々

な行動 にお ける親 の 影響 と比較検討 して みる事 が，読書

行動習得 に 固有の 特徴を明 らか にす る 1 つ の 手 がか りを

与え る 可能性を有 して い る の で は ない か と考え られ る。

　ま た 本 研 究 は，「
熟達化 」

「

認 知 的 徒 弟 制 」 の 概 念 を 理

論枠組 み を 構成す る 上 で 参考 に し て きた。本研究 で は，

親 は読書 の技能を 十 分 に 持 ち そ の社会の 中で の読書に 対

する価値観 を共有 して い る人とい う意味 で 熟達者 と読 ん

だ 。本研究は，参加 と熟達化 を 促す親の 関わ り方に注目
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し検討 し た もの で あ り ， 読書 の 熟達化 過程 自体 を扱っ た

研究 で は ない 。読書 の 熟達化 自体を問題 に して い く際に

は，狭義 に 読書技能，読解能力の 熟達化 と して捉え る の

み で は な く ， 文 化 的 な行 動 と して よ り広 義 に，そ の 社会

の 中で 読書の 熟達者 とい うもの が どの よ うに 捉 え られ て

い る の か ， ど の よ うな方 向で の 進歩を 熟達 化 と呼 ん で い

るの か を厳密に検討す る必要 が ある だ ろ う。 ま た家庭 で

の 教育を徒弟制概念を用 い て 考える 際 に も，職業 に おけ

る徒弟制 との 違 い が 何 で あ る の か ，構造や 関わ り方 の 違

い を検討 して い く必 要 が ある と考え られ る。

Lave ＆ Wenger （1991）は，職業における徒弟制 を 対

象とし，文化的な技能 の 習得が職業集団 の 中で どの よ う

に行なわれ て い る の か をエ ス ノ グラ フ ィ
ー

の 方法を用 い

て 明らか に して い る 。 家庭 に お ける 文化的行動 の 習得 と

熟達，お よ びそ こで 親がどの よ うな役割を果た して い る

の か を検討 す る 際に も，日常生 活 の 中 で の 行動 に 目を向

け観察分析 し て い くこ とが，今後 に 残され た 大きな 課題

だ と考え られ る。
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Akita, Kiyomi (University of  Tokyo). The influence of the R2mily Environment on  Children's

Book Readitrg Activities, THE  JApANEsE JouRNAL oF  DEvELopMENTAL  PsycHoLoGy  1992, Vol. 3,

No. 2, 90-ee.

This paper  examined  to what  extent  and  when  parents influence their children's  book - reading

activities.  The  following were  assumed  to be the four aspects  of the  family environment

which  mediate  this influence : (1) provider of  physical  environment  (PP), measured  by the

number  of  books at home  ; (2) model  of  expert  book - reading  (ME), parents' own  frequency

of  book - reading  ; (3) encouragement  of  children's  reading  activities  (RE), the  taking children

te the library, etc.  ; and  (4) co-participant  in reading  (CP), frequency of  reading  books with

children,  etc.  Third, fifth and  eighth  graders (IV= 506) answered  a  questionnaire about  their

family's influence on  their reading.  The  main  results  were  as  follews. (1) The  parents  performed

these roles  more  frequently the more  they personally liked reading,  (2) Direct parent-child
interactions such  as RE  and  CP scores  were  positively related  to their influence on  children's

feelings, but PP  and  ME  scores  were  not  so  related.  (3) PP  scores  were  positively related

to the frequency of  reading,  These  latter two  results  show  that some  roles  relate  to children's

feelings and  some  roles  relate  to the frequency of  activities, (4) The  influence of  parents declined

at  children's  higher age  levels,

[Key Werds] Reading, Family Environments, Cognitiye Apprenticeship, Parent-Child

interaetion
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