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① 研究課題 

「子ども・子育て」の現状と未来に関する領域横断的研究―次世代育成を含むライフプラン形成を目

指して 

 

② 研究期間  2020年度～2022年度 

 

③ 研究メンバー 

森茂起（文学部人間科学科）、足立泰美（経済学部）、奥野明子（経営学部）、北川恵（文学部人間科

学科）、木下雅博（人間科学研究所）、中里英樹（文学部社会学科）、野崎優樹（文学部人間科学科）、

前田正子（マネジメント創造学部） 

 

④ 研究成果および実績の概要（1200～1600字程度） 

「子ども・子育て」の現状とそれに影響する社会的要因を実証的に確認し、今後の推移を推定しつ

つ、大学における「ライフプラン教育」のあり方を検討した。 

社会的要因に関しては、産休・育休のあり方、およびそれに関わる人事評価のあり方を検討した。妊

娠・出産を経験しても就業を続ける女性の割合がここ 10年で上昇し、妊娠期から復職に至る過程に

おける就業形態、雇用形態がキャリア継続の選択肢に影響するようになっている。具体的には、復職

後の人事評価において、復職した際に仕事の質に変化があると、人事評価も当人の納得度も低下する

傾向が見られ、復職者に対して人事評価の前段階の仕事配分が重要であることが明らかになった。 

育児休業の取得状況を国際比較で比較した結果では、日本の仕組みが男性が主体的に子育ての担い手

になるように設計されていないために、男性が育児休業を取得しても子育ての担い手が女性となって

いる。父親が単独で育児休業を取得して復帰後の対等な子育てを実現するための制度設計が必要であ

るという結論が得られた。また、女性が育児休業後に職場に復帰し、保育制度によって仕事を続けた

としても、子どもが小学校に入学して以降の継続が困難という課題がいまだあることが確認された。 

研究期間が新型コロナウィルス流行に重なったため、研究の進行とともにコロナ流行の影響の確認も

行われた。保育の状況が就業に与える作用の検討で、過去の研究対象の追跡調査を行ったところ、か

つて保育制度を使って子育てしながら働きがいを感じていた母親も就業継続を断念したケースが多か

った。その一因として、コロナ流行による休校によって母親が仕事を辞めざるを得なくなる実情があ

った。また、コロナ流行下でのテレワークの影響が、賃金収入の変化による差も含めて、家庭内役割

分担にどう作用したのか検討中である。 

対象者数としては少ないが重要な問題として、夜間保育園の状況も調査から浮かび上がった。利用者

の多かった業種がコロナ流行によって休業あるいは廃業したために閉鎖されたところが多く、その代

替策の制度的欠陥もあり、保育制度からこぼれ落ちる層が見られる。 

総合して、こども家庭庁や子育て支援の議論が盛んになる中で、性別分業の枠組みが今だ強く残る傾

向と、少数の弱者の親への視点が抜けている点に問題が認められた。「保育の壁」「家庭の壁」「職場

の壁」の３つの壁がまだある実情が浮かび上がった。 

「親子の関係性」「将来に対する児童の夢や計画性」「学生を含む多世代交流」の研究および実践につ

いては、コロナ流行下で困難となり、中止したり方法を変更したりせざるを得ないものがあった。学



生による母親インタビューはオンラインで実施するとともに、過去のインタビューの逐語録の分析結

果も含めて、人間科学研究所の媒体で報告した。「将来に対する児童の夢や計画性」については、計

画した小学校、中学校における調査が新型コロナウィルス流行によって実施できなかった。 

「ライフプラン教育による大学生の就労観・子育て観の変化」は、本研究チームの各教員の研究を生

かした基礎共通科目「ライフプラン教育」の開講によって、就職、結婚、子育てを含む総合的にライ

フプランを考える機会を提供し、その効果検証を行っている。質問紙による「子育ての社会化志向

性」と「アイデンティティ」の評価では、前者において学生の「問題解決志向」が高くなり、アイデ

ンティティに関してはじめ比較的低かった「コミットメント」が授業後に高くなっており、「ライフ

プラン教育」によって社会における子育てへの認識と卒業後の見通しが向上したことを示唆している

と思われる。ただし、2020 年度、2021年度がオンライン授業となって授業形態の差があるため、デ

ータを統合して分析することが難しくなっており、さらにデータを蓄積することと、文章によるレス

ポンスを質的に検討することが今後の課題である。 

 

⑤ 研究発表 

・研究費を使用して開催した国際研究集会（該当するものなし） 

・本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況（該当するものなし） 

 

⑥ 研究成果による産業財産権の出願・取得状況 

該当するものなし 

 

⑦ 研究成果の公開方法（研究叢書の公刊、学術雑誌投稿など） 

研究員それぞれが著書、論文、学会発表によって公開する。既に公開された著書、論文のうち主なも

のを以下に示す(研究員のアルファベット順) 
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