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は じめ に

子 どもを取り巻く社会状況 は
, 核家族化 に よる

家族機能 の 問題, 小子家族化 に伴う育児 の 軽減化,

女性 の 高学歴化や社会参加 に よる共働き, 施設集

団 で の子育 て の 増加な ど著 しく変化 し て い る.
こ

れ ら家族形態 の 変遷 に加え て 国民 の 生活構造 の 変

化は, 子 どもの疾病像, う歯や近視 , 肥満, 心疾

忠 , 腎疾患な ど の生活習慣病, さ ら に心因性 の疾

患や心身症 の 増加 に 見られる よう に
, 子どもの 発

達に 様々 な影響を及ぼ し て い る.

1998 年総理府 の 世論調査 に よる と, ｢ 最近は家

庭 の し つ けなど教育する力が低下 し て い る｣ と思

う者 の 割合は75 % と高く, そ の低下し て い る教育

力の 内容 は, ｢ 基本的な生活習慣｣ が55 % と最も

高 い と い う結果が報告され て い る
1 )

.
こ の こ と は

,

基本的生活習慣 の 自立 に い ま ま で と は違う変化を

予想させる も の で あ る
.

基本的生活習慣と は, 1971 年以来 の 生理的生活

に 関係する食事, 睡眠, 排他 の 3 つ の 基本的生活

習慣 に加え て , 着衣, 清潔 の 2 つ を加え て 5 つ の

習慣を基本的生活習慣とすると山下が定義 した の

が始まりで あり , 今日 で も適用さ れ て い る
2 )

.

基本的生活習慣 に関する研究 は, 親 の 養育態度

や意識 , 家族形態, 母親 の 職業 の 有無な どと の 関

連を調査したも の が多い が , 今回は幼児期 の 課題

で ある基本的生活習慣 の 自立過程と発達 へ の 影響

要因 に つ い て 文献的考察を お こ な っ た.

用語の 定義

1 . 自 立

自立とは
一 般的 に身体的自立, 精神的自立, 坐

活上 の 自立, 社会的自立, 性的自立 の 5 つ の 側面

が ある
3 )

.
こ れ は

, 食事, 排滑, 清潔な ど の 行為

が自分 で で きる身体的自立, 自分で判断し責任を

とる こ とが で きる精神的自立,

一 人 で 暮ら して い

ける生活上 の 自立, 社会人と し て の 役割を果たす

こ とが で きる社会的自立 , 自ら の 性を認め
,

そ の

性を生きる こ と に 誇りを も つ こ とが で きる性的自

立 の こ と で ある. そ して こ れ ら の 5 つ の 自立 は,

年齢を追う に従い 獲得 し て い くも の で あ る. 自立

の 第
一

歩 は
, 自分の 身体 の こ とを理解 し, 日常生

活 の 食事 , 排滑, 清潔, 睡眠, 着衣 の 5 つ の 行動

を自分 で で きる こ と で あり, つ ま り身体的自立の

こ と で ある .
こ の 身体的自立 は, 山下の 基本的生

活習慣 の 定義と同様 で ある . し たが っ て こ こ で は

自立とは, 他か ら の助 けな し で , また は支配を受

けずに 自分 の 力で 行動 で きる こ と と定義する
. 同

様な言葉 で
, 自律が あるが,

こ の 自律とは区別し,

行動面 で の 自立を こ こ で は自立 と考え る.

2 . 基本的生活習憤

生理 的生活に 関係する食事, 睡眠, 排他 の 3 つ

の基本的生活習慣 に加え て
, 着衣, 清潔 の 2 つ を

加え て 5 つ の 習慣 を基本的生活習慣と定義する .

基本的生活習慣の 自立 の 発達過程

E rik s o n は
, 乳児期 の 発達課題 は ｢ 信頼で ある｣

と述 べ
, 信頼と は, 自己 の 欲求が満 たされると い

う確信 の情緒的感情 で ある と定義 して い る
4 )

. 人

間 の 発達は生まれ るだ け で は人間と し て 発達しな

い
.

しか る べ き環境か ら の 働きか け, 社会的刺激

が必要 で ある
. 子 どもが生ま れ て最初 に接する社

会的刺激, それ は親で あり , しかも母親 で ある こ

とが多い
. 情緒的感情 の 始ま り は ､ 家庭 に お い て
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基本的生活習慣 の 自立過程 と発達 へ の 影響要因

は
一

般的 に 母親 で ある と考え られる .

情緒的感情 の 始まりと は
, 例えば

, 生後
-

ケ 月

を過 ぎると, 乳児は母親と は っ きり目をあわせ た

り, 母実見の 声か け に は は えんだ りする よう に なる.

母親 は こ の 反応 を見て
, ｢ もう私 をわか っ て 応え

てくれる｣ と い う母親と し て の 喜びを感じ, それ

が次の母親 の 働きか けを生み, さら に そ の母親 の

働きか け に乳児が反応するよ う に なる .
こ れが母

子相互作用 の 基盤 に なる と考え られる . そ して ,

乳児はおむ つ が汚れ て 泣けば取りかえ て もらえ
,

お腹が空 い て 泣けば ミ ル ク を与え られ ,
こ の 繰り

返し に よ っ て 乳児 は自己 の欲求が満たされ るよ う

に な っ て いくと考え られ る
.

さ ら に 母親 は
,
｢ お腹が空 い て乳児が泣 けばお

む っ を取りかえ る の で は なくミ ル ク を与え る｣ と

いうよう に
, 乳児 の 欲求を しだ い に察する よう に

なり, ま すます乳児はE rik s o n の い う自己の 欲求

が満たされ ると い う確信を深め て いく こ と に なる

の である. こ の 繰り返 し に よ っ て , 親に対する情

緒的な結び っ きが強力 に な っ て い く.
こ の 信頼感

が確立さ れ ると , 人生 を通 じ て信頼する能力や感

覚が身に つ き, 困難な事柄 を乗り越え て い く エ ネ

ル ギ ー に な っ て い く . 反対 に乳児 に対する母親 の

応答が乳児 の 欲求を満 たさ なければ, それ は乳児

に と っ て不信感を身 に つ ける こ と に なると述 べ て

い る . 例えば , お腹が空い て 泣い て もミ ル ク を与

え られ なか っ たり
,

おむ つ が汚れ て 不快 で もそ の

まま に されたり, 乳児 の 欲求が 一 切満たされなか っ

たり, 心地 よさが満たさ れ なか っ た りすると, 悲

しみや無気力な ど の 感覚が育 っ よう に なる. 基本

的生活習慣を身 に つ ける こ と は, 乳児期 の依存的

な生活か ら新 し い行動を獲得する生まれ て初 め て

の 経験 で あ る. そ の時 に母実見と の 信頼が確立 し て

い れば , それ を基盤 に 自立 へ とすすむが , 反対 に

信頼感が確立 し て い な けれ ば , 親 へ の 不信感が基

本的生活習慣 の 自立を妨 げる こ と に な ると考え ら

れる
.

つ まり , 幼児期 に お ける基本的生活習慣 の

自立 は, 母親 と の 信頼関係を基盤 に発達し て いく

と考え る こ とが で きる .

また基本的生活習慣 の 自立 は, 乳幼児期 の 正常

な身体発達, 運動機能 , 認知機能, 言語 の発達 を

前提と し て 発達すると考え られ る. 排滑 の し つ け
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の実験 で , 早期に し つ けた群 と 2 歳に な っ て か ら

し つ けた群を比較 し, 2 群と も成功率 に変化が な

い こ と が知られ て い る
5 )

. ま た, 手先 の 巧さを必

要 とする箸の もち方 に つ い て も, いく ら早期か ら

はじめ て も効果はなく手 の 発達が成熟する 5 歳か

ら始め て 効果が あがる と考え られ る.

こ れ ら の こ と は, 早期か ら の し つ けと身体的な

成熟を待 っ て か ら の し つ けと は差が なく, む しろ

身体 の 発育, 運動機能 の 成熟 を待 っ て か らし っ け

た ほ うが良い こ と を示唆し て い る
.

ま た, 母親と の 信頼感を基盤 に した言語機能 ,

認知機能 の 正常な発達も前提と し て 必要で ある .

麻生 は遊 び の 発達研究 の なか で , 12 ヶ 月 ごろま で

は物 の性質を調 べ るような探索行動を お こ な い
,

1 歳半 に な ると他人が する こ とを見 て い て
,

そ の

後時間が た っ て か ら同 じよう な行動を とる よう に

なる と言 っ て い る
6 )

.
こ れ は, 模倣 の始まり で あ

る
. 例えば, そ の 模倣は コ

ッ プを口 に 持 っ て い っ

て飲ん だり, ブ ラ シ で髪をとくと い う ような, 主

に生活行動 の 模倣 で あ る.
つ まり幼児 は基本的生

活習慣と し て 獲得す べ き行動 を模倣するよう に な

り,
こ の こ と は基本的生活習慣 の 習得 は遊び の 中

で模倣を通 して 始まる こ とを意味 し て い ると考え

られ る . そ して さ ら に麻生は, 3 歳前後 に なる と

｢ ご っ こ遊び｣ が多くな っ て くると観察 し て い る
.

そ こ で は, たとえ ば自分が お母さん役に な っ て ,

人形を子 どもに 見立 て , 衣服を着替えさせ たり,

食事をさせ たり, 夜に な ると眠らせ たりすると い

う生活行動を基本とした遊びを よくお こ なうよ う

に な る
.

こ の こ と は, Pi a g e t の 概念や 関係 の 理

解を深め て い く認知過程 に相 当するも の で あ る
7 )

.

基本的生活習慣を身に つ けると きに は, 例えば食

事 に お い て ち ゃ わん と はし の 概念と関係性, 清潔

に お い て 歯ブ ラ シ と歯磨き粉 の 関係 など認知機能

の正常な発達が前提 に な けれ ば身に つ かな い の で

ある
. 同時 に言語 に よる母親と の 相互関係が成立

しなければ, 基本的生活習慣を身に つ ける こ とは

で き な い
. 先に述 べ たよう に基本的生活習慣 の 自

立 は, 模倣か ら始ま るが, 模倣 の み で は身に つ か

な い
.

そ こ に は, 適切な言葉 に よ るし つ け ( 教育)

が必要 で あ ると考え る.

こ の よう に
, 基本的生活習慣 の 自立 は, 乳児期
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か ら の 母親 と の信頼, 乳児 の 身体, 運動 , 認知,

言語 の 正常な発達が前提と なる.

一 方 B a n d u r a は , 子 どもの社 会行動 は
, 額な

ど の 周囲 の 人々 を適 し て行われ る学習 に よ っ て形

成され る社会的認知理論 に つ い て述 べ
毛)

, 行動,

個人要因, 環境の 3 者が相互 に影響 し, また規定

し て い ると い う3 者相互規定主義を唱え て い るが,

基本的生活習慣の 自立も社会学習と考えると こ の

3 者が相互 に関与し て い ると考え る こ とが で きる
.

各習慣は, 適切 な時期 に そ の 行動を反復 ･ 学習す

る こ と で , ひとり で で きるよう に な る.

こ の場合 の学習とは, そ の行動に含まれるt[ と

つ tl と つ の 細か な部分が正確 に 順序だ て て行え る

よう に なる こ と であり, 例えば , 排港 に つ い て は,

尿意を感 じた ら, トイ レ に 行く
, 下着を脱ぐ, 用

をすます, 排滑物を流す, 紙を適当な長さ に切り

拭く, 下着を っ ける, 手を洗うと い う連続する行

動が正確 に 頗序どおり行え る こ と で ある
.

こ の学

習 は, や はり模倣か ら始ま るが , 言葉 に よる教示

の み で は身に つ かず, 額が模範を示す こ と で身に

つ くもの で あると言え る. 模範を示しなが ら, 時

に は手をか して やり, さ ら に 一 回の み の 模範 で は

なく, 反復して 繰り返 し教え練習する こ と で 身に

つ い て い く. ま た自立するま で の基礎が固まるま

でさま, やり方で間違 っ て い たり, 自己涜 で 行 っ た

りする こ ともある の で , 親 の 見守りや修正も必要

で ある .

さ ら に幼児 は, 母額を モ デ ル とする時期か ら家

族, 保育所や幼稚園な ど の集団生活を経験するよ

う に なる
.

こ の こ とは, 自分 の 世話を し てくれ る

人や愛する人の 行動を取 り入れようする同 一 視の

概念に変化が生 じる こ と で もある. 家庭で学習さ

れ た行動は, 集団社会で 再学習, 模倣する こ と で

さ ら に再修正され なが ら自立 へ と向かう.
こ の プ

ロ セ ス が成功すると, それ は子 どもに と っ て 自信

と なり, 積極的に こ の行動 を履行する よう に なり

自立 の確立となると考え る
. 逆 に こ れら の プ ロ セ

ス に混乱を生じると , 子 どもは消極的 で無気力 に

なり, 行動 の 不履行をお こす.
っ まり自立が確立

せず, 未発達な自立ある い は自立の遅延がお こ る
.

例え ば パ ジ ャ マ を着 るとカゝ
, 靴の ひ もを結ぶ な ど

の 行動の 際に
, 行動が遅 い とか靴 ひ もの 結び方が
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う まくな い な ど批判や非難 を した り, ある い は行

動そ の もの を無視 し て見て い な い など の 否定的な

態度や言葉かけを何度も何度も し て い ると, 子 ど

もは自分の 遂行能力 に 自信を失 い
, 自分 の する こ

とば失敗する の で はな い か と行動か ら身を引い て

しま い が ち に なり, 達成感喪失か らや る気を失う

こ と に な る. ま た家庭 で学習した基本的生活習慣

が, 採膏所や幼稚閑で の 規範とあまりにも懸け離

れた もの で ある場合に もや はり自立 の 混乱がお こ

る .

基本的生活習慣 の 自立の 時期に 関 し て , 山下 は

自立 の 適切な時期を基本的生活習慣毎に示 し, 5

才まで に は全 て自立する こ とが望ま し い と述 べ て

い る . また基本的生活習慣 の 自立は早く て も遅く

て も, 将来に何 らか の 問題 を残す こ と に なると言

われ て い る. しか し中田は, 幼稚園児 の 基本的生

活習慣が い っ ごろまで に 身に つ い たか を調査し,

山下 の 発達基準と の比較で , 手先 に 関連する着脱

の 項目は 日常生活 で の 経験の 機会 が少なく な っ て

い る こ と もあり, 5 歳ま で に は達成 できて い な い

と述 べ て い る
9 )

.
ボ タ ン をかけ る行動は, 幼児服

が ボ タ ン か ら マ ジ ッ ク テ
ー

プ に変化したり, ひ も

を結ぶ行動も牝がc> もで はなく マ ジ ッ ク テ ー プ に

変化し て い るため
,

そ の 行動を幼児自身が お こ な

う機会が少なくなる と い う こ と に ある . こ の こ と

紘
, 基本的生活習慣の 自立は, 子ども自身の成熟

を基本としなが ら も, 社会の生活構造 の 変遷とと

もに変化するもの で ある こ とも考慮 する必要が あ

る こ とを示唆 し て い る
.

と こ ろ で , 子供が まわりの社会, まわりの文化

に適応し て いく こ とを文化的適応 と言 っ て い るが,

こ の 基本的生活習慣を適切な時期に 社会に適応 し

た型と し て身に つ ける こ と に よ っ て , 子どもは社

会性を身 に つ ける こ と に な る. また基本的生活習

慣の 自立 に よ っ て将来 , 独立性を身に つ ける こ と

に なる . 基本的生活習慣が自立する こ と ば, 自分

で支配 できる領分を子供が持つ こ と で あ っ て , 今

ま で依存し て生藩 て い た存在 で ある自分が 一 人で

で きる存在に なる と い う ことで あ る.
こ の こ と は

さ らに子 どもの 自信となり, 将来独立性を発揮す

る基礎を身に つ け る こ と に な る. さ ら に基本的生

活習慣の 自立 は, E rik s o n が述 べ る幼兄期の 発達
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課題 で ある自律性 を も身に つ ける こ と に なる . 特

に排滑 の 自立は トイ レ ッ ト ト レ ー ニ ン グと も言わ

れ
, 乳児期ま で の 排滑 の 方法か ら, そ の 社会 の排

他 に関する文化規範 に従わ なければ ならな い 習慣

で あり, 幼児 の 意志力, 抑制力, 身体 の コ ン ト ロ ー

ル が で き て 初め て達成 で き るもと なる.
こ の 排他

の 自立 は, 上記 の 社会性 , 独立性 に加え て , 自己

を コ ン ト ロ ー ル すると い う自律性 を身に つ ける こ

と に なる. 逆に こ の 自律性が達成 で きな い と
,

こ

の 経験は, 極め て不快なも の で ある ため に , それ

を回避する ため に新 し い 経験か ら身を引 い て しま

うと い う行動が身に つ くよ う に なり, それ は同時

に 自信や価値観が失わ れる こ と に なり, 将来社会

的不適応を引き起 こす危険性を含ん で い る .

幼児期 に お ける基本的生活習慣 の 自立 は, 将来,

社会 の
一

員 と し て の 社会性 , 独立性, 自律性を身

に つ ける基礎と なる
.

基本的生活習慣の 自立 に影響する要因

上延
10)

は , 5 歳児とそ の 親 の 養育態度や意識な

ら び に親自身 の 生活態度が幼児 の 生活習慣や 自立

に 具体的 に ど の よう に反映さ れ て い るかを分析 し

て い る. 特に歯磨きと食生活を中心 に考察し
, 親

自身 の 歯磨き状況と子供 の 歯磨き状況 の
一 致度 は

高く, 食生活 に つ い て も両親 の 偏食傾向と子供 の

偏食傾向は
一 致 し, 食生活上 の 問題 の 多い子供 の

家庭 に は食生活 に 関する関心が低 い と い う結果を

報告 して い る
.

つ まり, 基本的生活習慣と親 の 生

活実態とは
一 致する傾向に あると結論 づ けて い る

.

ま た朝食摂取群, 偏食な し群, 歯磨き施行群 は他

の 基本的生活習慣 もよく身 に つ い て い る と述 べ て

い る. ま た, し つ け に つ い て両親が よ く話 しあ っ

て い る家庭 で は, 親子 の 接触が よく, 子供 の 健康

に対する関心 と実践的態度が
一

般に 高く, 基本的

生活習慣も良好 で あると し て い る.
こ の こ と は,

親 の し つ け に対する関心度と基本的生活習慣と の

関係を示唆 し て い る . こ こ で は
, 子 ども の 健康 に

関心が高 い と基本的生活習慣 の 自立がすぐれ て い

る こ と, 親 の 生活実態と基本的生活習慣と は関係

があ る こ と
,

し つ け に対 して よく話 し合 っ て い る

家庭 で は, 基本的生活習慣 の 自立がすぐれ て い る

と結論 づ けて い る .

中塚は
, 基本的生活習慣 の う ち身体発達と関連

する着脱衣 , 親 の 養育態度が 関係する と い わ れる

清潔 に つ い て の 自立状況を母菓削こ対 し て面接調査

をお こ な い
, 自立状況と母親 の 対応 に焦点を あ て

て 分析 し て い る
11)

. 着脱衣 で は, 年齢と ともに型

と して 行動 で きる よう に な っ て い るが , 集中し て

で きな い
, 遊びなが らお こ な う

, 言われ るま で と

りかか らな い な ど の 問題を指摘 し て い る
. 清潔 で

は, 子供がそ の 必要性を認識 し にく い と い う こ と

か ら自立 の 難しさ をあげて い る. 母親 の 対応で は
,

支持, 促 し, 牽制, お どし
, 励ま し, 援助と し つ

け の 方法を分類 し, 各基本的生活習慣と の 関係を

分析 , 各項目とも支持, 促 しと い う し つ け の 方法

が多い と い う結果を述 べ て い る
.

こ こ で は
, 清潔

に関する基本的生活習慣 の 自立 は, 着脱衣 の 自立

より遅い こ と
,

基本的生活習慣 の 自立に は
, 支持 ,

励ま し の し つ け方法が多く とられ て い ると結論づ

け て い る.

中川は
,

3 - 5 歳ま で の 母親 の し っ け状況 に つ

い て調査をお こ な っ て い る
12)

. 衣服 の 着脱, 挨拶 ,

手洗 い
, 就寝時刻 の し つ けはよくされ て い るが

,

朝 の 排テ世,
テ レ ビ の 見方, 食事中 の テ レ ビ の 視聴,

手伝 い の し つ けはそ の 割合が少なく, 年齢と とも

に し つ け の 割合は増え て は い る もの の
, 5 歳児 に

お い て もまだ し つ け の 状況 は不十分と報告 し て い

る
.

こ こ で は, 基本的生活習慣と い う言葉 は使用

し て い な い が, 同様 の 語とし て 日常生活行動と し,

こ の 言葉を基本的生活習慣 と置き換え て読む こ と

が可能 で あ る
. 家庭 の し つ け機能 の 低下が子供 の

基本的生活習慣 に 影響する と考察され て おり, し

つ けはし つ けをする側と し つ けを され る側 の 親子

の 人間関係か らくる こ と こ ろが大き い と述 べ て い

る .

同様 に 中川は, 健康状態と日常生活行動と の 関

連を調査 し
,

1 人で衣服を着る項目 に つ い て は健

康良好群 に お い て 関連が認め られると し て い る
13 )

.

こ の こ と ば, 幼児 の 健康状態と基本的生活習慣と

に は関連が ある こ とを示唆し て い るが , 衣服以外

の 基本的生活習慣と の 関連 に つ い て は論 じて い な

い
.

こ れ ら の 文献か ら, 親 の生活実態, 健康 へ の 関

- 1 8 -
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心, し つ け機能, 幼児 の 健康状態が基本的生活習

慣 の 自立 に 影響する因子を し て推測さ れる
.

さ ら

に母親 に 関する変数は基本的生活習慣 の 自立 に影

響すると考え るが, 生活実態
, 養育態度, 育児態

皮, し つ け, 発達期待等さま ざま用語 で使用さ れ

あ い ま い な部分が多 い
. そ こ で こ こ で は, 母親 の

態度 , 言語 , 行動 に つ い て 定義 し, 基本的生活習

慣 の 自立に影響する因子とし て挙げる こ と に した.

し つ けを自立 に む け て の 教育と考え ると
, 教育

は認知 ･ 情意 ･ 精神運動領域 の 3 領域 に わ けて 考

える こ とが で きる
. 東 ･ 柏木らは

, 面接調査 に よ

り し つ けを し つ け観 ･ し つ け態度, し つ け方略 に

わ け
,

そ の 著書 ｢ 母親 の 態度, 行動と子 どもの 知

的発達｣ や ｢ 日本人 の し つ けと教育｣ に お い て 分

析 して い る
14 ) ,

15 )
.

こ こ で もこ の 分類を使用し, 1 .

育児態度 ( し つ け観 ,
し つ け態度) 2 . し つ け方

略と に分 けて 基本的生活習慣 の 自立 に影響する因

子と し て考え る.

和 田は
,

3 歳児検診 に 見られる子ども の 問題 と

家族機能 に つ い て 調査 し
, 問題行動を も っ 子 ども

と家族機能と の 間に相関関係が あると結論づ け,

家族機能 に 問題 の ある父母 はそ の 子供が示す行動

に も問題が多く,
ま た親子関係, 育児行動, 育児

評価 に も好ま しく な い 回答が多 い 傾向 に あ っ たと

報告 し て い る
軌 1 7)

し つ け教育 に お い て
, 子供 の 能力を最大限 に引

き延ばす こ とが で き る に は, 家族 の 機能, 形態,

特質, 指導技術, 養育環境 らが影響し, 基本的生

活習慣 の 自立 に は家族 の かか わりと い う こ とを切

り離 し て述 べ る こ とは で き な い
.

ま た家族 プ ロ セ

ス の 変調や親役割 の変調が持続する と
, 基本的生

活習慣 の 自立をさま たげ将来的に は社会的不適応

を ひ きお こ し
, 基本的生活習慣 の 自立 に 家族機能

が影響を及 ぼすと考える こ と が で きる
.

さ ら に
,

発達期待 の 因子を独立 し て影響因子と

して 挙げた. 東 は
, 母親 の 発達期待が高 い と概し

て 子ども の 発達を推進する要因 に なる こ と はすで

に 明らか に し て い る. ま た, 柏木は自立 へ の 高 い

期待をも つ 母親 は自立を促す方向 に沿 っ た形に し

つ けを して い る こ とを示唆し
,

し つ けと発達期待

と は
一

貫 した形を と っ て い ると述 べ て い る
1 8 )

.
こ

の こ と ば基本的生活習慣 の自立と母親 の 発達期待

と な ん らか の 関連が あると考え られ るた め
, 母親

の 発達期待を影響因子と し て あ げる .

和田 は, 3 歳児 に見 られ る問題 に お い て , 家族

形態
, 子供 の 性別 , 出生順位, 兄弟姉妹と の 間に

有意差 はなか っ たと報告 し て い る
. ま た上延は,

幼児 の 生活習慣は母親 の 勤務時間 の 長さ に よる影

響 は見られず
, 幼児 の 生活上 の 乱れ は親意識 の 問

題だ と結論 づ け て い る
. 中塚は, 母菓昆の 修業が幼

児の 食事時間や登園や帰宅時間 な ど生活リ ズ ム に

影響を及ぼ し て い る と報告 し て い るが , 基本的生

活習慣 の 自立と の 関係は述 べ て い な い
. 基本的生

活習慣 の 自立と人口 学的特性と の 関連 は
一

貫した

結果は得られ て い な い が ,
こ れ ら人 口学的特性は

基本的生活習慣 の 自立に影響を及ぼす予測因子と

考え る こ とが で きる
.

おわ り に

人は人間社会 に お ける望ま し い役割行動様式を

身 に つ ける こ と で個人と して , 独自 の 才能, 技能

を発拝し つ つ 社会生活を営む こ とが で き るよう に

な り, 幼児期は
, 将来, 社会 の

一 員と し て 自立 し

て いくため の 必要な行動 の 型を身に つ けるため
,

基本的生活習慣 の 自立は幼児期 の 課題 で あると い

える .

今回, 幼児期 の 課題 で ある基本的生活習慣 の 自

立過程と発達 へ の 影響要因 に つ い て
, 文献的考察

をお こ な っ た
. 今後 ,

こ れ ら基本的生活習慣 の 自

立過程と発達 へ の影響要因 に つ い て の 仮説検証が

必要 で ある .
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