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栄養教育を導入した子育て支援の効果

武政睦子�� 　高橋伸悟�� 　

要 　　　約

近年，核家族化・少子化が進み，子育てをすることに不安や負担を感じている母親がみられる．育児不安の解
消をねらいとして，平成�年に岡山県都窪郡清音村は，子育て支援施設として集いの広場「なかよし広場
こっこ」を設置した．栄養教育を導入している子育て支援はほとんどみられない．そこで平成�年 �月から
��月の間，子育て支援「なかよし広場　こっこ」に栄養教育事業やメニューや媒体を用いた教育を導入した．

集いの広場「なかよし広場 　こっこ」の利用者である母親��人を対象としたアンケート調査結果は，
母親の平均年齢は����歳����歳，子どもの平均年齢は���歳���
歳，子ども数は平均����	��人であっ
た．集いの広場「なかよし広場 　こっこ」の利用者は，利用していない母親に比べて調理時間の短縮
が見られた．また，集いの広場「なかよし広場 　こっこ」の利用頻度が多い人ほど食生活の改善や育
児支援の効果がみられた．
栄養教育を取り入れることは，子育て支援として有効であった．今後管理栄養士は，子育て支援に

地域住民が主体として参加できるよう，フォローしていく必要があると考えられた．

は じ め に

近年，核家族化少子化が進み，家庭や地域における
養育機能の低下が問題となっている．子育てに不安や
負担を感じているケースも少なくない����．そこで，育児
不安の解消をねらいとして，子育て中の両親が子育てに
ついて気軽に話し合え，友達の輪を広げ楽しく子育てが
できる環境づくりを目的として，平成�年度に岡山県
都窪郡清音村では，集いの広場「なかよし広場 こっこ」

を設置した．この集いの広場「なかよし広場 こっこ」
は，主に 	� �歳児と親のための広場である．子どもの
生活と遊びを大切にし，親子でいつでも安心して過
ごせる〈家〉を目指している．子どもたちが安全に
楽しく遊べ，親子だけでなく地域の子どもからお年
寄りまで様々な人とふれあえ，子育てに対する不安
や悩みを相談できるところを目的とし開設された．
清音村は，北緯�度��分，東経���度分で県三

大河川「高梁川」の東岸に位置し，豊富な水と緑，

そして温暖な気候に恵まれている．人口は，平成�
年 �月現在約
�		人，高齢化率は�����，年間出生
数は
	人弱の村である．スーパーマーケットはなく
野菜・おかし・魚など食料品を販売している商店が
�件とコンビニエンスストアーが �件のみある．平
成 �年の国勢調査によると昼夜間人口比率が日本一

高く，ベットタウンとして発展している��．
近年子育て支援の報告は数多く見られるが，栄養

教育を取り入れた子育て支援の報告はほとんどない．
そこで，子育て支援のひとつに栄養教育を導入し，
その効果ついて検討した．

対象および方法

まず，清音村での食事に対する意識の現状を把握
するために乳幼児を持つ母親�人を対象に無記名で

アンケート調査を行った．アンケートの項目は，調
理担当者，調理時間，おやつの内容，食事を作る時
に困っている点などである．
次に，その結果を基に平成�年 �月から��月の間，

食事および栄養に関する行事を企画提案し，栄養教
育事業や媒体の活用・献立の配布提供などを実施し
子育て支援に参加した．�ヵ月後，子育て支援に対
する効果を評価するため，再度母親��人を対象にア
ンケート調査を行った．なお，アンケートは無記名

とし郵送で回収を行った．

結果および考察

�．食事の現状と問題点

栄養教育を始める前のアンケート調査では，アン
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ケート回収率は�����（�人）で，母親の平均年齢
は��������歳（�	�	歳代），子どもの平均年齢は
������
歳（ 	� 歳）であった．母親 �人に対する
子ども数は平均�������人（ �� 人）であり，ほと

んどの母親が専業主婦であった．家族構成は，核家
族が
����（��人），核家族であるが近所に実家が
あるが����（ �人），三世代同居が�����（�人）
であった．清音村に在住する乳幼児を持つ家庭の約
�	�以上が核家族の現状であった．
家庭での調理担当者は，「自分」つまり母親が担当

している割合が�����（�人）でほぼ全体の �割を
占めていた．残りの�����（ �人）は祖母であった．

�食の調理にかかる時間は「 �時間程度」かける

という回答が����（�
人）と過半数を占めていた．
「�
分」が��	�（ �人），「 �時間以上」が����（ �

人）であった．
食事を作る時に困っている人は，�����（��人）で

あった．そのうち，「献立が思いつかない」と回答し
たのは����（�人），「毎日が同じような献立にな
る」と回答したのは�����（��人），で「献立」につ
いて悩んでいる方が多くみられた（重複回答可）．
以上のことより，清音村の乳幼児を持つ家庭で

は，調理担当者はほとんどが母親自身であった．�

食にかける調理時間は平均 �時間程度であり食事づ
くりで困っている人は�����で，子育てをしながら
調理することは難しく時間もかかっているのが現状
であった．ス―パーや外食にいく店がないなため身
近な食材を利用した短時間でできる献立の普及が必
要であると考えられた．現在子育て中の母親だけで
なく，清音村民を対象としたのアンケート ��からも
「自分でバランスを考えて食事をすることができて

いると思いますか」という質問に「できていると思
う」と回答したのは�
���（���人），「できていな
い」と回答したのは�����（�
�人）であり，食事に
対する関心が高いことがうかがえた．また，小児保

健研究��でも「赤ちゃんサロン」での関心事は食事
が最も高く，心配事も食事に関する内容が多いとい
う結果も報告されている．
また子どものおやつの内容は，「全て市販」「どちら

かといえば市販」と回答したのはそれぞれ�����（��

人），����（��人）であり，合わせて主に市販のお
やつを利用している割合は�
�
�（��人）であった．
市販のおやつを利用している人が多く，おやつの選
び方や量を理解してもらうことも重要であると考え

られた．

�．栄養教育内容

前述したアンケート結果より，集いの広場「なかよ
し広場 　こっこ」の利用者に食事に対する支援を行
うことを目的とし，子どもと一緒におやつ作りや行
事食作りの栄養教育事業を行った．平成�年 �月か
ら��月までに行った栄養教育事業を表 �に示した．
のべ参加人数は親子
�組で，大人が
�人，子どもが

�	人であった．
また，集いの広場「なかよし広場 　こっこ」利用者

全員に見ていただけるように部屋の壁を利用して季節
の食材についての媒体を掲示した．媒体を用いた栄養
教育の内容を表 �に示した．
献立レシピは，清音村で取れる食材を用いて，短

時間で簡単に調理できるメニューとし，材料・作り
方および出来上がりの写真を添付し作成した．レ
シピはファイルにとじるための � 
版サイズと，台所

表 � 栄養教育事業
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表 � 媒体を用いた栄養教育

でも見ながら調理できるように写真屋の無料でいた
だけるアルバムにとじることのできる写真サイズに
した．レシピは �ヶ月間で約	種類用意し自由に持
ち帰ることができるようにした．
その他，保健師・保育士・助産師など他のス

タッフと一緒に表 �に示す行事も企画し参加した．

�．栄養教育を取り入れた子育て支援の効果

集いの広場「なかよし広場 　こっこ」の効果を評価
するためにアンケート調査を行った結果を示す．回

収率は�����（��人）で母親の平均年齢は��������

歳（�	�	歳代），子どもの平均年齢は�������歳
（ 	� 歳）であった．母親 �人に対するの子ども数
は平均����	��人（ �� �人）であった．
そのうち，集いの広場「なかよし広場 　こっこ」

を利用していない母親�	人を � 群，集いの広場
「なかよし広場 　こっこ」を利用している母親��人

を �群に分類し比較した．�群の母親の平均年齢
は������歳（�	�	歳代），子どもの平均年齢は
����	��歳（ 	� 歳），母親 �人に対するの子ども
数は平均����	��人（ �� �人）であった．�群のほ

とんどの母親が専業主婦であった．家族構成は，核
家族が�	�	�（ �人），核家族であるが近所に実家が
あるが	�	�（ 人），三世代同居が�	�	�（ �人）
であった．
� 群の母親の平均年齢は��������歳（�	�	歳

代），子どもの平均年齢は������
歳（ 	� 歳），母
親 �人に対するの子ども数は平均����	��人（ �� �

人）であった．ほとんどの母親が専業主婦であった．
家族構成は，核家族が����（�人），核家族である

が近所に実家があるが�	���（ �人），三世代同居が
���	�（ �人）であった．集いの広場「なかよし広場
　こっこ」を利用している約半数の方が核家族で近く
に実家がない現状であった．
集いの広場「なかよし広場 　こっこ」が開設す

る前（開設前）と開設し �ヵ月経過した現在（開設
後）の �食にかける調理時間を図 �に示した．�群
は，「 �時間程度」と回答した人が�	�	�（ �人）か
ら�	�	�（ �人）に，「�	分程度」の人が�	�	�（ �

人）から�	�	�（ �人）となった．�群は「 �時間
程度」と回答した人が����（��人）から

���（��

人）に減少し，「�	分程度」「�
分以下」と回答した
人が�����（ 
人）から���	�（ �人）に増加した．
�群に比べて �群では調理時間の短縮傾向がみら
れた．
次に，おやつの内容について図 �に示した．�群

�群共に大きな変化はみられなかった．集いの広場
「なかよし広場 　こっこ」を利用した �群に対して，

食事やおやつの内容に改善があったかどうかを利用
頻度別に図 �に示した．利用回数の多い人ほど「改
善があった」と回答した人が多かった．しかし，毎

図 � �食に掛ける調理時間（�群�����，�群����	）
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表 
 その他の行事

回利用された人は週 �回利用された人に比べて改善
度が低く，
人中 �人が食事やおやつの内容に改善
が見られなかった．これは �人とも核家族であり，
子育て支援に参加することで子育て不安が解消され
る満足感があるものの，食事やおやつへの問題点改

善はなされていなかった．今後は，特に核家族の母
親に対して食事やおやつの問題点改善へ向けて動機
付けをすることが重要であると考えられた．

また，「改善があった」と回答した 
人について食
事やおやつの改善内容を図 に示した．「子どもだ
けでなく家族の食事・おやつのバランスを心がける
ようになった」人が多かった．集いの広場「なかよ
し広場 　こっこ」を利用して，育児の変化があった

かどうかを利用頻度別に図 
に示した．利用回数の
多い人ほど「何らかの育児の変化があった」と回答
した人が多かった．「育児に変化があった」と回答
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図 � おやつの内容（�群�����，�群����	）

図 
 　食生活改善の有無（月 �回以下����
，月 �� 
回����，
週�回���
，ほぼ毎回����）

図  　食生活改善の内容（重複回答可）

した�人について育児の変化した内容を図 �に示し
た．「仲間・友人が増えた」，「ストレス解消」になっ
たが多かった．
育児グループに加入期間が長く出席率がよいほど

グループ内での人間関係が豊かになり，子育ての知
識や情報を得る場になり，育児不安やストレスの解
消が明らかになっていた����．集いの広場「なかよ
し広場 　こっこ」でも平成�年 �月に開設されてか
ら約半年で利用回数が多い人ほど子育てに対して変

化が現れていることが明らかとなった．子育てに不
安を感じている母親にとって気軽に相談できる仲間
が増えたことは集いの広場「なかよし広場 　こっこ」
における子育て支援の効果は大きいと思われる．
また，おやつ教室を開催し手軽にできる季節の料

理のレシピを紹介するという栄養教育を行ったこと
で，市販のおやつをうまく利用できるようになり，
手作りの食事を作る回数が増え，調理時間短縮など

の食生活の変化が現れたという利用者の感想も得ら
れた．子どもたちが「心身ともに健康な子」に育つ
ためには，しつけ・心・食事・環境・生活を基本ビ
ジョンとし，親子共に，食べ物に関心を持ち，楽し
く食事をすることを支援することも重要であると考
えた．食生活の変化は，このビジョンを通じて「心
身ともに健康な子」を育てることの支援に関与して
いると推測される．また，食事・調理に対する悩み
を解消することで時間的に余裕ができ，子育てに対

しゆとりが持てるようになったという意見も得られ
た．管理栄養士が日常から集いの広場「なかよし広
場 　こっこ」で利用者の方と関わってきたことで，
日常の生活を把握することができ，地域の人の問題
点や望んでいることも発見でき，問題解決への糸口
にもなったと考えられる．管理栄養士も，他の職種
と連携し積極的に地域の方と交流し活動していく必
要があると思われた．今回は外食や惣菜についての
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図 � 　育児変化の有無（月 �回以下����
，月 �� 
回����，
週 �回���
，ほぼ毎回����）

図 � 　育児変化の内容（重複回答可）

食教育は行えなかったが，栄養教育の効果は数ヶ月

から数年かかるといわれているので，今後子育て支
援として栄養教育の導入を継続することで更なる効
果が期待できる．
健康日本��では自主的な栄養教育の学習の場や活

動の場が増加するように求められている	�．また，
平成��年度国民栄養調査結果では地域における健康
栄養に関する自主的な集まりの有無について「わか
らない」が�
���，「ない」が
���である
�．この
ことから，集いの広場「なかよし広場 　こっこ」で

は子育てをしながら参加できる栄養教育の場を提供
し，より多くの人が食生活に変容が見られるのでは
ないかと期待できる．
また，栄養や食事についての情報源もテレビやラジ

オがほとんどでインターネットや教室は �� � �と
なっている
�．今後は，現在試行中のホームページ
を活用し地域に開かれた栄養教育ができる場所とな

るよう目指していきたい．子育て支援活動をより効

果的にするためには，利用者の自主性を尊重しとも
に行っていく体制���が重要である．集いの広場「な
かよし広場 　こっこ」でも利用者が中心となるよう
に掲示板を利用して住民の意見を募り，より地域住
民主体型の体制となっていくことを期待している．
地域の子育て支援の中で「親子が集える場の設定」

や「子育ての情報提供」の住民ニーズは高く，今後
管理栄養士は，地域住民が主体として参加できるよ
うな子育て支援の活動をフォローしていく必要があ

ると思われた．

本研究を行うにあたってご協力いただきました清音村健

康福祉課および集いの広場「なかよし広場 　こっこ」のス

タッフの皆様，そして川崎医療福祉大学学生の国武直子さ

ん，前田いずみさんに心からお礼申し上げます．
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