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育児初期の 母親の 育児支援の あ り方に関す る検討

「産後の 里帰 り」経験 に 焦点 をあ て て
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　The 五rst 　purpose 　 of 　this　study 　is　to　find　out 　the　family　lifestyle　during　the　period 　of 　Childbirth

Satogaeri　which 　means 　return 　to　or 　stay 　at　mother
’
s　old　home　or　her　parents

’home　after　childbirth，
The 　second 　is　to　investigate　the 　relationship 　between　Chi】dbirth　Satogaeri　and 　mother もfeelingtoward
child　care ．　The　third　is　to　investigate廿1e　relationship 　between 　Childbirth　Satogaeri　and 　the　child　care

support 　to　mother 　after　 childbirth，　 A　 graph　scale　was 　used 　as　it　enables 　objective 　 observations ．
Responses 　to　the　questionnaire 　were 　obtained 　from　141　mothers ．　The 　main 　results　are 　as　follows： 1）
The 　amount 　of 　housework 　decreased　on 　the 　part 　of　mother 　during　the　period 　of 　Childbirth　Satogaeri，
but　it　increased　on 　the　part　of　her　mother ．　In　other 　words ，　the　female　members 　of　any 　family　are　re・

sponsible 　for　much 　of　the　housework．2）After　Childbirth　Satogaeri，　an 　increase　of　housework　affected
negatively 　mother も efficacy 　of　ch 且d　care 　and 　her　af且rmative 　feehng　toward 　the　baby．3）Whether 　or

not 　mother 　experiences 　Childbirth　Satogaeri，　her　near 　relatives 　play　an 　important　role 　in　child 　care

support 　when 　the 　baby 　is　around 　four　months 　old ．

　　　　　　　　　　　 （Received　August　5，2006；Accepted　in　revtsed 　form　November　4，2006）
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母親の 育児感情 ，

　　1．緒　　言

　母 親に と っ て 出産後問 もない 育児初期 は
， 新 しい 家

族成 員 を迎 えた こ とに よる家族関係 の 変化や以前 の 生

活状 況との 違 い を経験す る 女性の ラ イ フサ イ ク ル 上 の

移行期で ある （Belsky　 1984）． し たが っ て ，育児初

期の親を対象と して 育児支援の あ り方を検討する必要

性 は高い ．こ れ まで の 育児支援に 関する 研究で は
，

生

活 の 変動に よ る精神的不安に対処する こ とを目的とし

た育児 ス トレス に関する研 究が多 くな され て い る （佐

藤等 1994；前田 2003 ；堀田 と山口 2005）．しか し，

こ れらの研究で は，育児初期に着目した もの が少な く，

佐藤等 （1994）の研究の ように 「生後 6 カ月か ら 7 カ

月目に か けて は離乳が始ま る，夜泣きが 始まる ，子 ど

もの 運動や発育 に つ い て の 心配が 出る な どの 理 由 に よっ

て 電話相談 の件数 が多くなる」 とい っ た理 由で ，生後

6 ヵ 月児以降を対象 とした研究が多 い の が現状 で あ る ．

　 さらに近年，産後に顕在化する母親の 抑うつ 傾向を

ケ アする産後の精神衛生 の 重要性が 高 まり，早期に介

入する こ とが大 きな課題 と して 取 り上 げら れ て お り，

そ れ に対する支援 もなされ る よ うにな っ て きて い る．

岡野 （1993）は ，欧米 に比べ て わ が 国の 産後 うつ 病 の

発症率が 低い 要因の
一

つ と して ，日本の 伝統的な習慣

で あ る 「産後 の 里帰 り」 の 効果 を指摘 して い る．「産

後の 里帰 り」を育児支援 の
一

つ として考えると，品川
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等 （1978＞に よ れば，育児支援に 果 た す役割 として，

  夫以外 の もの の 助力や 人手を得やすい ，  住居 の

ス ペ ー
ス や周囲の 生活環境が実家 の 方が しば しば優れ

て い る，などを指摘 して い る．また，加藤等 （1986）

は ，「産後の 里 帰 り」を経験 し た群 は ，経験 し な か っ

た群 と比 べ て ，妊娠 ・出産 ・育児に 関する身体的 ・精

神的な助言助力を，実家の 親族に よ っ て得る こ とが で

きる と し， 「産後 の 里帰 り」 の 効果 を 指摘 して い る．

　そ の
一

方で ，問題点 と して は，岡野 （1993）が，

「産後の 里帰 り」 を終え，自宅 に 戻 り日常生活 に復帰

する 時期が 「産後うつ 病」の 好発時期で あ り，注意を

払うこ とが 必要で ある と指摘 して い る．また，加藤等

（1986）は
， 初期 の 父子 関係 の 確立 が 難 し い こ と

， 母

親 自身やそ の 実家 の 家族が 里帰 りに肯定的な態度 を示

して い る場合 に母がそ の 母 と母子分離で きて い ない ，

な ど親の 役割取得 の 問題点をあげて い る，さ ら に，大

村 （1990）は，帰宅後の家事 ・育児で問題があ る とし

て お り，帰省中は実家 の 母親が 手伝 っ て い る が ，帰宅

して か らは 100％自分 で 家事をしな くて は な らず，帰

宅後の 家事，育児にお い て 心身の 問題が生 じやす い こ

とを指摘 して い る．

　 こ れ ら先行研究か ら得 られた課題 をまとめ る と，第

　
・
に ，「産後の 里帰 り」で は，実家 に 生活 の 拠 点が移

動する こ と に な り，子 ・父 母 ・祖父 母 とい っ た 三 世代

にま た が る 家族 の 生活が想定され て い る ，しか し，三

世代 に また が る家族 の 生活実態を具体的に 示 した もの

は ほ と ん ど見 当 た ら な い ，第二 に
， 里帰 り中か ら里帰

り後に，実 際 どの 程度 ，三世代 の 家族 にと っ て 家事や

育児の 分担 に増減が生 じる の か，そ の 実態 も示され て

い な い ，第三 に ，「産後の 里帰 り」に よ る 生活の 変化

が 母親自身の育児感情 に どの よ うな影響を与え る か を

研究 した もの が 見 当た ら な い ．「産後 の 里帰 り」は
，

初期 の 父子 関係 の 確立 が難 しい こ とや，妊娠 中 と出産

後の 生活状 況 の 変化 をともなう こ とか ら，直接 的或 い

は 間接的に母親の 子 ど もに対す る 育児感情に影響を与

え る こ とが予測される，育児感情に関して は，負担感

とい っ た ネガ テ ィ ブな感情 と共に，充実感や や りが い

などの 肯定的な感情が存在 して い る こ とが指摘 され て

い る （川井等 1993）．しか し，こ れ まで の 研 究 で は，

多様な側面 をもつ と考えら れ る 母親の 育児感情を育児

へ の 不安の み で とらえ て い る場合が多い （猪野 1994；

佐藤等 1994）．また，母親の育児感情に関する先行研

究で は，母 親の育児感情に 関する父親の関連 が 注目 さ

れ て お り，育児に 関する 不安が 高い こ とと，父親の育

児協力や父親と の 会話が少ない こ と との 関連が指摘 さ

れ て い る （牧野 1982 ；川井等 1993）．「産後 の 里帰 り」

で は，父親との 面会頻度が少な くな る こ とが指摘され

て お り （大村 1990），「産後の 里帰 り」 に ともな う父

親の 生活行動が 母 親の育児感情に 関 し て影響 を与え る

と考えら れ る ，

　 さ らに，近年，家族関係 の 変化に ともない ，個人や

家族 だ けで な く， 他者 と の 相互支援 関係 を形成 しつ つ
，

社会全体 で 産後の 支援 を行 っ て い こ うとす る意識 が高

まっ て きて い る ．「産後の 里帰 り」に関 して も，実家

に戻る こ とで実家へ の 依存に よ る親役割 の 獲得遅延な

ど，産後の 育児支援 と し て の問題 も指摘さ れ て お り

（大賀等 2005）， 「産後の 里 帰 り」 の 意味 や 効果 を詳細

に検討す る時期 にあ る とい える．

　以 上 の 問題点か ら設定 した本研究 の 目的は，  里

帰 り中と里帰 り後の 家族 の 生活実態を客観的な指標 を

用い て 明 らか にする ．  肯定，否定を含め た両価的

な母親の 育児感情を取 り Lげ，「産後 の 里帰 り」 との

関連 を明 らか にする，「産後 の 里帰 り」 の 直接的な影

響をみ る た め に，里帰 りを経験 した 母親の 群と しなか っ

た 群 の 育児感情 を比較す る ．また，里帰 り群 の み を対

象とし，里帰 り中と．里帰 り後の 生活 の 質の 違 い が母親

の 育 児感情 に どの ような影響 を与えるかを検討す る．

さ ら に，育児感情に影響を与え る要因と し て従来か ら

論 じ ら れ て い る 出産経験 （経産
・
初産）の違い （例 え

ば，佐藤等 （1994））や ，里帰り中 の 父親 の 生活行動

が
， 母親 の 育児感情 に ど の よ うな影響 を与 え る か を検

討す る．  育児初期 の 母 親が家族 や家族 以外 の 育児

サポ
ー

ト源 をどの よ うに認知して い る か，また，里帰

りが母親へ の 育児サ ポートの種類や 量に どの よ うに影

響し て い る か を検討する ，

　な お
， 本研 究で は

， 「出産後，自宅以外で 生 活 を し

て，親族 の サポ
ー

トを得 る こ と」 を 「産後 の 里帰 り」

と定義 す るため ，出産後 の 自宅 以外 で 生活 した者 を

「里帰 り群」，そ れ 以外を 「非里帰 り群」 とす る ．また ，

本研究で は，出産後に焦点を当て るため，他家に嫁 い

だ新婦が初め て実家に帰る こ とを 「里帰り」 とする場

合もある が，便宜的に 「里帰り」を 「産後 の 里帰 り」

と 同義の 意味で 用 い る．そ して ，「里帰 り群」 に つ い

て ，自宅以 外で 生活 して い た期間を 「里帰 り中」，そ

の 後 自宅 に戻 っ た場合 を 「里帰 り後」 として 記述 する，
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　2．方　　法

　（1） 対象及 び期 間

　対象者は，主 として 関東近県在住 の 0〜4歳 未満 の

乳幼児を もつ 母親 158人と し た．期間及 び手続 きは，

2005年 7〜10 月に子育て サ ーク ル や 著者 の乳幼児を

もつ 知人 に対 し て 郵送法及び直接配布に よっ て無記名

自記式 で 回答を求めた．回答率は 89．2％ で ，141人か

ら回答が得 られた，

　  　調査 内容

　 1）　基本属性

　母親，父親 の 年齢，子どもの 出生順位，初産 ・経産，

里 帰 りの 有無に つ い て 回答を求め た ，な お ，こ こ で い

う父親 とは，回答者 で あ る 母親 の夫 （パ ー
トナ

ー）を

示 して い る ．

　2）　 「産後 の 里帰 り」の 実態

　「里帰 り期間」，「里帰 り中 ・里帰 り後の 家族 の 家事 ・

育児 の 分担割合」「里帰 りした理 由」「里帰 りの 意義」

に つ い て 回答 を求め た．「里 帰 り中 ・里 帰 り後の 家族

の 家事 ・育児の 分担割合」 は，グ ラ フ尺度法 （田 中

1994）を用 い た ．具体的 に は
， 家事，育児別 に そ れ ぞ

れ横
一

本 の 直線 を提示 し，「母親，父親，母親の実母，

父親 の 実母，母親 の 実父，父親 の 実父，母親 の 姉妹，

ヘ ル パ ー，そ の 他」 とい う選択肢 の 中か ら，各人 が ど

の程度家事，育児を分担 して い るか，当 て は まる範囲

を線上 に ，トー一→ で示 して もら っ た．里帰 りを経

験 した人には，里帰 り中 と里帰 りか らの 自宅帰宅後の

生活が落ち着 くと考 え ら れ る 生後 4 カ月ごろ とい う二

つ の 時点で 回答を求め ，里帰 りを経験 し なか っ た人に

は，生後 4 カ月ご ろ の 時点 の み で 回答を求 め た．得点

化に つ い て は，例 えば，母親 の 家事 が線 の 左端を起点

と し て，線全体の 10cm の うち 5cm が範囲 と して 示

さ れ て い る場合，母親が 50％ の割合で 家事を分担 し

て い る と換算 し た．

　「里帰 りした 理由」 は
， 「手伝 っ て もらう人が い なか っ

た」 「出産前 の 母親 の 健康が不安だ っ た 」な ど 7項目

を設定 し，当 て はまる もの を複数回答で 求め た ，

　 「里帰 りの 意義」は，「手助 けをして もら っ て 助 か っ

た」「心身ともに充分に休息が で きた」「育児 の 方法な

ど を教 えて もら っ て よ か っ た」 の 3 項 目を設定 し，

「とて もそう思 っ た」〜「ま っ た くそ う思わなか っ た」

の 4 件法で 回答 を求め，4−1点で得点化 し た．

　3）　父親の 生活行動

　里帰 り中の 父親 の 生活行動 に関 して ，「生活場所」，

「子 どもと会 っ た頻度」を尋ねた．

　4） 母 親の 育児感情

　佐藤等 （1994）の 「育児関連ス トレ ス」の項 目，吉

田等 （1999）の 「育児不安」ス クリ
ーニ ン グの 項 目を

参考 に す る と と もに ，育児 に 関する充実感，肯定的感

情に 関す る項 目を加 え ， 12項 目を作成 した．生後 4

カ月ご ろ に な っ た時点 を想定して もらい ，それぞれ の

項目に つ い て ，「ほ とん どい つ も感じた」〜「感 じなか っ

た」の 4 件法で 回答 を求め．4−1点で 得点化 し た．

　5） 母親が 認知する育児サ ポ ー
ト

　出産後 4 ヵ 月 ご ろ の 母親 の 「悩 ん で い る と きに 相談

に の っ て くれ る，協力 して くれる人や機 関や もの 」 に

つ い て，「父親 （パ ートナ ー），母親 の 実母 ，父親 の 実

母 ，友人，相談員 ・カ ウ ン セ ラー，保育士 ，育児書 ・

育児雑誌，ラ ジオ ・
テ レ ビ ・新聞」な ど 22項 目を定

め ，当 て は ま る もの を複数回答で求め た ．

　なお，分析は，統計 ソ フ トSPSS （Ver，　ll．5）を用

い て 行 っ た．

　 3．結　　果

　（1） 基本属性

　表 1 に示 した よ うに ，母親の年齢は ，26〜30 歳が

48 人 （34，0％），31〜35 歳が 56 人 （39．7％ ）で あ り，

7 割以 上 の 母親 が 26〜35歳 で あ っ た ．父親 の 年齢 も

26〜35歳 の 割 合が 6割以 上 で あ っ た，調 査対象 と し

て 想 定 した子 ど も の 出 生順 位 は，第 1 子 が 111人

（78，7％〉，第 2子が 26人 （18．4％）で あ り，8 割近い

母親が第 1子を想定 して回答した こ とが伺えた．初産 ・

経産に関 して は，110人 （78．0％）が初産婦で あ っ た．

　里帰 り経験に 関 し て は ，出産後 白宅に 戻 っ た 者が

74人 （52．5％）， 自宅 以外 で 生 活 し た 者 が 67人

（47．5％ ） で あ っ た ．自宅以外 の 場所 の 内訳 は ，母親

の 実家が 61 人 （91．0％），父親の 実家が 4 人 （6．O％ ），

その 他が 2 人 （3．0％ ）で あ っ た．

　（2） 「産後の 單帰 り」の実態

　 1）　里帰 りの期間

　里帰 りの 期間は，出産後の 日常生活へ の 復帰に 関す

る 一
つ の 目安 と し て

， 保健 指導 で は 出産後 3 週 間 を

「床 上げ」 と して 1 つ の 区切 り と して い る．本研究 の

結果 （表 1）で は，出産後 3 週 間以 内 の 期 間 を実家 な

どで 過ご した者 の 合計は 19，4％ で あ り，残 りの 76．1

％ の 母親は，3週間以上経 っ て も自宅 に戻 っ て い なか っ

た ．

　 2） 里帰 り中 の家事 ・育児の 分担割合

　家族の 里帰 り中の 家事 ・育児の 分担割合を明 らか に
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表 L 対象者の 基本属性

度数 （％ ）

母 親 の 年 齢

　 　 　 20歳 未満

　　　 20〜25歳

　　　 26〜30歳

　　　 31〜35歳

　　　 36歳以 h

　　　 無回答

028650　

1452

（0％ ）

（8．5％ ）

（34．0％ ）

（39．7％ ）

（17．7％ 〉

（0％ ）

父 親 の 年齢

　　　 20 歳未満

　　　 20〜25 歳

　　　 26〜30 歳

　　　 31− 35 歳

　　　 36 歳以 上

　　　 無 回答

−

匚
」

789

ユ

　

　

35

つ

」

（0，7％）

（3．5％）

（26．2％ ）

（4L1 ％ ）

（27．6％）

（O．7c／a ）

出生 川頁位

第 1子

第 2子
第 3子 以 上

lll26

　4

（78．7％）

（18．4％）

（2、896）

初 産 ・
経産

　　 　 初 産婦

　　　 経産婦

11031 （78．0％）

（22．0％）

里 帰 り経験

　　 　 あ り

　　 　 な し

7467 〔47．5％）

（52．5％ ）

里 帰 りの 期間

　 　 　 　1 週 間

　　 　　2 週間

　　 　　3 週間

　　 　　4 週間

　　 　　4 週間以 上

　　 　 無回答

13

∩
コ

743

　

　

　

22

（1．5％ ）

（4．5％ ）

（13．4％ ）

（40．3％）

（35．8％）

（4．5％）

す るため ， グラ フ 尺度 によ っ て 測定 した範 囲 を 5段階

に 分類 した．そ の 際，母親，父親 母親 の 実母，母親

の 実父以外 は分担率が極端 に 少な い ため，今回 の 結果

か ら除外 し た，段階化に 関して は，分担率の 0〜19％

を 「ほ とん ど しな い 」，20〜39％ を 「あま りしな い 」，

40〜59％ を 「ふ つ う」，60〜79％ を 「よ くする」，80％

以上 を 「と て もよ くす る」 と した ，そ の結果，家事に

関 して は，「よ くする」「とて もよ くする」 に分類 で き

る母 親の 実母 が 49 人 （75．4％）にな り，実 家 の 母親

が家事の ほ とん どを担 っ て い た （表 2）．また，育児

に 関して は，「よ くする」「とて もよくする」に分類で

きる 母親が 54 人 （83．0％ ）に な り，里 帰 り中で あ っ

て も育児は 母親が担 っ て い た．また ，母親の 実父 の 8

割以上 が ，里帰 り中 に お い て も家事，育児を 「ほ とん

ど しな い 」 に分類 で きた．

　 3）　 家事 ・育児 に関する里帰 り中 と里帰 り後 との

　　　比較

　 母親，父親，母親の実母，母親の 実父の 4 群に関 し

て ，家事の分担割合を 5 段階で分類 した結果を もとに，

里帰 り中
・
里帰 り後 と の 間で ク ロ ス 集計 ， x2検定を

行 っ た （表 2）．κ
2

検定の 結果 ， 母親 （X2（4）＝95．24，

・

p＜0．01），父親 （X2 （4）＝27．14，　 p〈 0，01），母親 の 実

母 （X2（4）＝ 93．70，　 p〈 O．Ol），母親の 実父 （X2（3）＝

13．22，p 〈 0．01）の 4群 すべ て で有意差がみ られた．

残差分析 の 結果，家事に 関して は，母親は里帰 り後に

「ほ とん ど しない 」 「あ ま りしない 」が有意に少な くな

り，「よ くす る」 「と て もよ くする」が有意に多くなっ

た．父親 は ，里帰 り後 に 「ほ と ん ど しない 」 が有意に

少な くなる が，逆 に 「あま りしな い 」が有意 に多くな

り，里帰 り後も家事の 分担割合は相対的に少なか っ た．

ま た，母親の実母 は，母親 と逆 で ，里 帰 り後に 「ほ と

ん ど しない 」が有意 に多 くな り，「よ くする」「とて も

よ くする」が有意 に 少な くな っ た．

　 同様 に 育児の 分担 割合 に 関 して ，里帰 り中 ・里帰 り

後 との 間で ク ロ ス 集計， xu検定 を行 っ た （表 2），ズ

検定の 結果，父親 （X2 （3）＝ 37．39，　 p ＜ 0．01＞，母 親

の 実母 （X2 （3）＝ ・ 45．01，　 p ＜ 0．01）に お い て有意差が

み られ た．残差分析の 結果，父親は 里帰 り後に 「ほ と

ん ど しな い 」 が 有意に少 な くな り， 「あま りし ない 」

が有意に多 くな っ た，母親 の 実母 は
， 「ほ と ん ど しな

い 」 が有意 に多くな り，「あ ま りしない 」が有意に少

な くな っ た．育児は家事に 比 べ て ，里帰 り中か ら里帰

り後に かけて の 増減の 幅が小さか っ た．

　 4） 家事 ・育児に関する 里帰 り群 と非里帰 り群 との

　　　 比較

　 家事 ・育児の 分担割合を里帰 り群 と非里 帰 り群で比

較 を行 っ た （表 3），家事に 関 して X2検定を行 っ た結

果，母親 （X2 （4）＝74．17，　 p〈 0，01），父親 （X2 （4）＝

20．47，p〈 O．Ol），母親の実母 （Xu （4）＝80．97，　 pく

O，01），母親の 実父 （X2（3）＝ 1L61 ，　 p ＜ 0．05）の 4 群

すべ て で有意差が み ら れ た ．残差分析の結果，家事に

関 して は，里帰 り群 の 母親は ，「ほ とん どしない 」「あ

ま りしない 」 が 有意 に多く，「よ くす る 」 「とて も よ く

す る」が有意 に 少 なか っ た，一
方，母親 の 実母 は ，母
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表 2　里帰 り中　里帰 り後 と 「家事」「育児」分担割合と の ク ロ ス 集言1
（N ＝＝65）

ほ とん と しない 　 あ ま りしない ふ つ う よ くす る 　 　 と て もよ くする

度数 （％） 度数 （％） 度数 （％） 度数 （％ ） 度数 （％ ）

〈 家事〉

母親 里帰 り中　　34 （523 ％）　　 17 （262％）　　 7 （1Q　8％）　　 3　（46 ％）　　 4　（62 ％ ）

　　　　蠡纛鳶響
1 鬟

響曜 響驫欝 蠡蠡講、驫蠡ご
囎 ll瞳 瀞 麟 噛 ・蜘鞍灘 螽譲 x

・

（4）

　　　　　　1　　（15 ％）　　　　　0　　（OD ％）　　　　　2　　（3　1％）　　　　ユ4　（21　5％ ）　　　　48　（738 ％ ）　　9524 率 寧

里帰 り後

　　　　ぎ一Li麟嘩囎曝齢攤 曝響蘿 響恥響
1瞬 彝・・i萋躑

冊
臘 纛囀 纛7靉 ・難 ．

父親 里 帰 り中 　 60 〔923 ％）　　 O 　（00 ％）　 　 2 　（31 ％）　 0 　（00 ％）　 3 　（4696）
　 　 　 　

お
　　　　　

　
　　
−
　　　　　　　　　　　　　ew 　　　　　ミ　Il　 ifiピ　 　　　

ma
　

m ＝
　　
　

　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　 あ 　　
”　 　　／／　 l／ ミ　 ミ ミ　ミミ 　 ミ ミ　　　　　

　　　　
覊 ll
艷鸛曝勲 蠱 蠱 蠶瀉 18鑓綴 野 讐 謁黝鬱

li
纛 蠱 1蠱噸 嬾 鑼 ミ驫 n峨喫囂 駿 踝 誓

蹠
1：

〔4）

里

腿 1・輔 、

2

鵜 謙 謙1・蟻鑞 議 麟 譱饕予携 ・1　
27

　
14”

母親の 実母 里 帰 り中　　 9 （138％ ）　　 3　（46 ％ ）　　 4　（62 ％ ）　　 21 （323 ％）　　 28 （431 ％）

　　　　　　　　　・・驫 癖 羅
1

響
1

鞭
1
鼕1戀 麟 蜘蠹蠡 認灘 鍵 攣 轡麟 纏・1・…聯 ・戯 （4）

　　　　　　　　　　 63　（969 ％ ）　　　　　2　　（3　1％ ）　　　　0　　（0096 ）　　　　　O　　（OD96）　　　　0　　（00 ％）　　　g37 寧 ＄

　　　　　里帰 り後

　　　　　　　　　轟。纛
1

罫彎
ll

響
1

響1辱鑄傘爨 1驫畷 讐釁
1

讐 幽蠣l
　
ll

瞬 ・塾軸晦 愚1 ・嚢

　　　　　　　　　　 65　（100096）　　　　　0　　（00 ％ ）　　　　0　　（00 ％ ）　　　　0　　（0096）　　　　　O　　（00 ％ 〉母親の 失父 里帰り中

　　　　　　　　　耋
欝

鍵
…
・

…

饗 爨…・

蜘 蜘髴蠡…蠡談 懿 韆 …囎 …

驢 輔 螽藩 驫 、、∴ 轟 x・
（3）

　　　　　
里帰 ｝

  韆鸚 。 ，ゑ轟雛 響嚢曝 ・ 、録灘 驫錻鑑
1322 ＊ ＊

〈 育児 〉

母親　　　 軍帰 り中

　　　　　 里帰 り後

3　 （46 ％ ）

1　 （15 ％ ）

0　（00 ％）

2　（31 ％）

8　（123％ ）　　　　22　（338 ％＞　　　　32　（492 ％ ）　　　XE（4）

5　（77 ％ ）　　 18　（277 ％ ）　　 39 （600 ％ ）　 478ns

父 親 　　　　　 59　　（908 ％ ）　　　　　3　　（46 ％）　　　　　1　　（1　5％ ）　　　　0　　（00 ％ ）　　　　2　　（31 ％ ）里 帰 り中

　　　　華講麟 麟 覊 罫蕊蒙喋暴
・
墾

ll鏃 夢癡 翻 鼕磯 、 龠濯鱒耀
ll

ご
lll
麹轡

……

銑蜘 鏤1囀 ll

藝　x （3）

　　　　　 29　　（44696 ）　　　　30　（462 ％ ）　　　　　6　　（92 ％ ）　　　　0　　（00 ％ ）　　　＿0 ＿　（0096 ）　　373g 零 穿

里 帰 り後

　　　　；講囓
・

1
嬲

轡璽 繊 事・・1臨纛 轜 響
…

響懸 藤 嚢攣…攤 購 、蚕 、，

　　　　　　　　　　 28　　（43　1％）　　　　27　（415 ％ ）　　　　　7　（108 ％ ）　　　　　D　　（00 ％ ）　　　　3　　（4696 ）母親 の 実母 里 帰 り中

　　　　　　　　　諦 轟ぞ 騨騰 戀巍騨
・嚇

…蠡晶 羅 礎 野響邏醸 麺 ， ・鑞覊麟 、熱 誘 x・
　（3）

　　　　　　　　　　 63　　（969％）　　　　2　　（3196 ）　　　　　0　　（0096 ）　　　　0　　（00 ％ ）　　　　0　　（00 ％）　　4501 ＊ ホ

　　　　　 里 帰 り後

　　　　　　　　　1唾鄭 夢讐轟・、襲錨覊艦
瞬 騨

攣繋幽瞹轡 戀毒…卿戴 蕊纛
1

懺欝
1
響

母親 の 実父 里 帰 り中　　60　（923％）

　　　　　里 帰 り後　　65 （1000％ ）

3　（46 ％ ）

0 （OO ％ 〉

2　（31 ％）

0　（00 ％ ）

0　（00 ％）

0　〔00 ％）

0　　（00 ％ ）　　　X2（2）
0　　（0096）　　520ns

　 騷：蓋］は調 整済み 残差 の値　
’
p ＜005

親 と逆て　里帰 り群で 「ほ とん としな い 」「あ ま りし

ない 」が有意に少な く，「よくする」「とて もよくする」

か有 盲に多か っ た　 また ，父 親の 「ふ つ う」「よ くす

る」「と て もよ くする」は有意差か み られ なか っ た

　同様 に育児の 分担割合 に 関 して ，里帰 り群 と非里帰

り群の 比較を行 っ た （表 3）　 X2検定 の 結果 ， 父親

（Z2 （4）＝1995 ，　 p ＜ 00 ユ），母親 の 実母 （ズ （3）＝

2620 ，〆 001 ）に お い て 有音差が み られた　しか し，

’ ＊
p 〈 OOI，ns 有音差 な し

　　両群の 母親の 8 割以上 が 育児を 「よ くする」「とて も

　　 よ くす る 」 に分類する こ とが で き　母親が 育児の大部

　　分 の 役割を担 っ て い る こ とが 明 ら か に な っ た　残差分

　　析 の 結果，非里帰 り群 の 父親は　「ほ とん と しな い 」

　　が有意 に少なか っ た　また，非里帰 り群 の 母親 の 実母

　　 は，「ほ とん ど し な い 」か有意に多か っ た

　　　 5）　里帰 りを した理 由

　　　母親が 里帰 りをした理 由に つ い て複数回答て 求めた
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表 3　里帰 り群 非里帰 り群 と 「家事」「育児」の 分担割合 との ク ロ ス 集計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （里帰り群 N ＝ 65、非里 帰 りge　N＝71）

ほ とん と しない 　 あまりしない ふ つ う よ くす る 　　とて もよ くする

度数 （％ ） 度数 （％〉 度数 （％ ） 度数 （％〉 度数 （％ ）

〈 家事 〉

母親　　 　 里 帰 り群

非單 帰 り群

　34　　（523 ％ ）　　　　17　（262 ％ ）　　　　　7　（10896 ）　　　　　3　　（4696）　　　　　4　　（6　2％ ）

讌 磯 螽廳 ・ 羈
怫

・・靉・ …軸 1幽 1

響1響
1

畢讐響 蠶 論覊 蠣 勤 （4）
　 2　　（28 ％ ）　　　　3　　（42 ％ ）　　　16　（225 ％ ）　　　26　（36696 ）　　　24　（33896）　　7417寧 ＊

鑿冒鬟：轡 叢籌：讌 曝攣 、熱ll纛・ 蠱睡 鼕 讐熱欝響
1

讐
ll

黔鞭 1
序
驫

父親 里 帰 り群

非里 丿帚り群

　60　　（923 ％ ＞　　　　　0　　（00 ％ ）　　　　　2　　（3　1％ ）　　　　0　　（0096）　　　　3　　（469も）
鏤 羅 ・

鑼

馨藷 鞭 ・ 灘齢 …蠡輔 轟 蠱 ・懸 趨・1・壅罐…彎
…
爨

黙

攀1驫彎 凱 ・
（4）

　50　（704 ％ ）　　　11　（155 ％）　　　　7　．kg　9％ ）　　　　3　（42 ％ ）　　　　0　（00 ％ ）　　2047
’巾

掣鼕遭‘

讐 1：：1：、飜 “

覊 、叢蟻 、、癖 癖… 纛囃 鬢霾鑾嚶鵡 響 彎

母 親 の 実tt卑 帰 り群

ヨ巨里 丿帚 り群

　 9 （138 ％ ）

鼕L …鬱も瀞
F 韆

　43　　（606％）
蠱 鼕膿 ボ

　　3　　（46 ％）　　　　4　　（62 ％ ＞　　　　21　（323 ％ ）　　　　28　（43　1％ ）

礎 驪 ・ ・

署

∵ ：驫 鱒 癲…論 鹸 欝 難癰 醜轟 霾1…曝 x
・
（4）

　 23 （324％） 　 3 （42 ％） 　 1 （1496 ） 　 1 （1496 ） 8097 掌零
　 　 　 　 　

』
i　
軸1

　 　 　 　 　 　 　 　
／i／／　／m

　
ミ
　

I
　　
ゆ
　
ロ
　　w 　　　　 　　

’
　
　
　　
−
　　　

リリ
　　　　pm　　　　　　　　　　　 −

　　　　　　　　
− o ，5

、覊 藷 藩蝿 驪 賑 轗 噸 脇 解 響　　4　12寧 疇

母親 の 実父 里 帰 り群　　　53　（815 ％ ）　　 7 （1  8％ ）

　　　　　　　　　　 轂 纏13 讎
B 髏 鬱 譱　瓢乞32疇

　　　　　非 單 帰 り群　　　70　（986％ ）　　　　1　 （14％）

　　　　　　　　　　、繍 縢 β壕
ホ

駕 戀唾1｝ 轡・無3窰寧　覊繭 m

2　（31 ％ ）

− 14 邃
…

驚 灘
0　（00 ％ ）

跨

1謬 灘畷

0　（00 ％ ）
th 　　　　　m 　　　　　　　　
e。o。gs 驫　蘿難1

0　（00 ％ ）
　ピド　

ロミ　らぢ 　　
　

o鑞 鍮 撫

　 3 （46 ％ ）　
蘿囎 3　 盡 転　X2〔3）

　 0　（00 ％ ）　 ll　61宰

が
・纛ill蠡3　　 驪

〈 育児 〉

母 親　　　 甲 帰 り群

　　　　　 非里 帰 り群

3　 （46 ％ ）

O　 （00 ％ ）

0　（  0％）

1　（14 ％ ）

8 （123 ％）

12　（169 ％ ）

22　（338％）

20　（28296）

32　（492 ％ ）　　　72（4）
38　（535 ％）　 515n 、

父親 里 帰 り群　　　59　（908 ％ ）　　 3　（46 ％ ）
　 　 　 　 　 ば ミ　 な　　 　　　 　　　お　

　

　　　　　 蓋 毒7＆繋 毳　i 羲一3嶂Ol
＋ ’
　舞

非軍 帰 り群　　　45　（634 ％ ）　　　 16　（225 ％ ）

　　　　　1 鑾紬欝6璽 1
瓔 變 簍

譎 3勦
b 奪

　
”

　 1　　（15 ％）　　　　0　　（00 ％）　　　　2　　（3　1％ ）

。噌 禦 钁 ｛
1囎 艫 蜘 簔

鍵
1

噛 騒 懲 ズ ω

　 9　（127％）　　　　1　（1496）　　　　0　（00 ％）　　1995 ’ 窄

　 　 　 rm 　　　　um 　 　　ドぽ　　　 　　　 　　　　 　　 ＝　　 　　　　 　　　　 　り　 　　　　　　　 　　　　 　　　

　249轟論 …鍵 鱶 …… …・嚢・ 纛 ・彎 輪
萋 鯉

… 驪

母親 の 実母 里 帰 り群 　　　28　（431 ％ ）　　 27 （415 ％ ）　　 7 （10896 ）　　 0　（00 ％）　　 3　（46 ％）

　　　　　　　　　　識 驫 螻嶬 ・轗 蟄ぎ1馨1響
毒

窒   纛6叢、鵡 毳1 …鱒 鱸 蠡ザ 鑾一1・sk　鑽 ・

x
・
（3）

　　　　　非里 帰 り群　　60　（845 ％ ）　　 9 （127 ％ ）　　 2　（28 ％ ）　　 0　（00 ％ ）　　 0　（00 ％ ＞　 2620 ”

　　　　　　　　　　纛 5
，瞬 瞬 糶殫 騨

・魯 誘・噛 ll噛
1

彎齢驚獵：蠡、 融…1晦 、

廿親の 実父 里帰 り群 　　　60　（923 ％ ）

　　　　　非里 帰 り群 　　71 （1000 ％ ）

）
　
）

％

％

ご
UO40（

（

30 2　（31 ％ ）

0　（00 ％ ）

0　（00 ％ ）

0　（00 ％ ）

0　（00 ％）　　 X2（2）
0 　（00 ％ ）　 567ns

匿：：：蠶は調 整 済み 残差 の 値　
Sp

＜ 005 ＊ ＊

p＜ 001 　 ng 有音差 な し

最も多 い 理 出は 「手伝 っ て もら う人か い なか っ た」で

あ り，569％か回答 した　次に多か っ た の か 「育児か

不安だ っ た 」 で あ り，369 ％が回答 した　「里帰 りが

習慣 た か ら」 と 回答 した者 も 369 ％ と多くみ られた

一
方で 　 「上 の子の め ん とうか み られ なか っ た」か

92 ％，「出産前の 母親 の 健康が不安た っ た」か 46 ％

て ，回答牽が 低か っ た

　6＞　軍 帰 りの音義

28 （812）

　母親が認知 した單帰 りの 意義 に 関す る 3 項 日 （4 件

法）の平均値 （標準偏差）は，「手助けを し て もらっ

て助か っ た」か 384 （SD ・・ 059 ）　 「心身と もに充分

に休 慰が て きた 」が 354 （SD ＝ ・ 078 ），「育児の 方法

な どを教えて もら っ て よ か っ た」か 328 （SD …088）
で あっ た 3 項 目の すべ て か 3 ，占以上 の 高い 値を示 し，

單 帰 りの 音義を 高 く と らえて い た

　（3） 里帰 り中の 父親 の 生活行動
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　里帰 り中 の 父親 の 生活場所 に つ い て 回答を求め た 結

果，「ほ と ん ど 自宅 に い た」が 59 人 （88．1％），「ほ と

ん ど母子 とい っ しょ に い た」が 8 人 （ll．9％）で あ っ

た，里帰 り中に子 どもと会 っ た頻度を尋ねた結果，

「ほ ぼ毎日会っ て い た」が 18人 （27．3％〉，「数日 に 1

回 くら い 」が 24 人 （36．4％ ），「1週 間 に 1 回 くらい 」

が 14人 （21，2％）で あっ た ．一
方，「ほ とん ど子 ども

と会 っ て い な い 」 と回答 した 父親も 8人 （12．1％ ）で

あっ た．先行研究 で あ る大賀等 （2005）の 報告で は，

ほ とん ど子ど もと会 っ て い な い 父親 が 7．0％ で あ り，

今回 の 調査 で は そ れ よ りも高 い 結果が示 され た．

　  　母親の育児感情

　1） 母親の育児感情の 因子分析

　母 親 の 育児感 情 の 構 造 を検討 す る た め ，12項 目 の

回答を対象 とし因子分析 （主 因子法 ，
バ リマ ッ クス 回

転）を行 っ た．そ の 結果，解釈可能 な 3因子 を得 る こ

とが で き，因子負荷量 が 0，40 以上 の 項目内容に つ い

て解釈を行 っ た （表 4），

　第 1 因子は，「子 どもを もつ 母親として しみ じみ と

した幸せ を感 じた 」 「子 ど もを育て る の が 楽しか っ た」

「子育 て は 自分 に と っ て や りが い の ある こ とだ と思 っ

た」な ど，母親 の 育児意識や育児満足 の 気持ちを表 し

て お り 「育児の有能感」 と命名した．

　第 2 因子は，「機嫌 の よい こ とが多い 子どもだ と思 っ

た」「育て やすい 子 どもで ある と思 っ た」「子 ど もの 発

育発達は お お むね順調で あ っ た」な ど，子 どもの 気質

や育て やすさの 気持ちを表 して お り 「子 どもへ の 肯定

的感情」と命名 した．

　第 3 因子は ，「育児や 家事な ど何 もした くな い 気持

ち に な る こ とがあ っ た」 「疲 れ や ス トレ ス がた ま っ て

イ ラ イ ラ し た」 「子 どもとどう接すれ ば よ い かわ か ら

なか っ た」「子育 て をする ように なっ て か ら社会的に

孤 立 し て い る と思 うこ とが あ っ た 」 「子 ど も が ぐずる

と なだ め に くか っ た 」 「子 どもの 体 の 調子が悪か っ た」

な ど，育児 に 伴 う自信の な さや 不安，育児 に よ る 社会

か らの 孤 立感な ど を表 して お り 「育児の ス トレ ス 感」

と命名 した．

　各因子 を構成す る 項 目が
一

貫し た 内容を測定 し て い

る か どうか信頼性を検討する た め ，内的
・
致性の 指標

で ある α 係数 を算出 した ．そ の 結果，十分 な信頼性 が

認め られた （「育児 の 有能感」 cr　
・＝　O．854，「子ど もへ の

肯定的感情」α
＝0．810，「育児 の ス トレ ス 感」α

＝0．727）．

　2） 母親 の 育児感情 と里帰 り群 の 家事 ・育児の 増 減

　　　との 関連

　先に述べ た よ うに大村 （1990）の先行研究か ら，里

帰 り後 に 母親の 家事 ・育児の 分担割合が 増減する こ と

で ， 母親 の 育児感情 に影響を与える と 考 えられ る．そ

の た め 特 に，家事 ・育児の 増 減を母親の 育児感情 に影

表 4．母親の育児感情の 因子分析

項　目 因子 1　 因子 2　 因子 3　 共通性

〔育児の 有能感〕

9，子 どもをもつ 母親として しみ じみ と した幸せ を感じた

1．子 ど もを育 て る の が 楽 し か っ た

ll．子育 て は 自分 に と っ て や りが い の ある こ とだ と思 っ た

〔子 ど もへ の 肯定的感情〕

5，機嫌 の よ い こ とが 多い 子 ど もだ と思 っ た

2．育 て やす い 子 ど もで ある と思 っ た

6．子 ど もの 発育発達 はお お む ね順調で あ っ た

〔育児 の ス トレ ス 感〕

8．育児や家事な ど何も した くな い 気持ちに なる こ とが あ っ た

7．疲れ や ス トレス が た ま っ て イ ラ イ ラ した

10．子 ど もとどう接すれ ばよい か わか らなか っ た

3．子育て をす る よ うに なっ て か ら社会的 に 孤立 して い る と思 うこ とが あっ た

4．子 ど もが ぐず る と なだめ に くか っ た

ユ2，子 ど もの 体 の 調 子 が 悪か っ た

08920786Q6690．243　　− 0．089　　　　0．863
0．353　　

− 0．ユ96　　　0．781

0．100　　
− O．126　　　 0．474

0．1990

，2640
．315

088ユ

07380502

一〇．222　　　　0．865
− 0．315　　　0．713
− 0．098　　　0．360

一
〇．198

− 0．285
− 0，123
− 0．102
− 0．0590

，124

一
〇．142

− O．078
− 0，186
− 0．096
− 0．502
− O．166

O．6490
．6170

．5590
．5470

．5180

．443

0，4810
．4680

．3620
．3190

．5240

．239

寄与率（％ ）

α 係数

18．62　　　　17，64　　　　17．49

0．854　　　 0．810　　　 0．727
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表 5．里帰 りが 母親の 育児感情に与える影響

育児 の 有能 感 子 ど もへ の 肯定 的感情　　育児 の ス トレ ス 感

母 親 が 担 う家事 の 分 担 割 合 の 変化

　　   変化 低 群 （N ＝ 11）

　　   変化 中群 （N − 26）

　　   変イ匕高群　（N ＝＝28）

　　　　　　 F 値

　　　　　 多重比較

平 均 （SD）

3．73　（0．36）
3．50　（0．65）
3．14　（0．82）
　 3．37＋

  〉  

平 均 （SD ）

2．97　（O．97）
3，37　（0．64）
2．69　（0，98）
　 4．28，

  〉  

平均 （SD ）

2．05　（0．80）
1．94　（0．55＞
1．97　（O．62）
　 0．11n．s．

母 親が担 う育児の 分担割合の 変化

  変化な し群 （N ＝31＞

  減少群 （N ＝12）

  t曽力口君羊　（1V＝22）

　　　 F 値

3．33　（0．76）

3．5  　（0．56）
3．39　（0．77）

　 0．23n ，s．

2．90　（0．93）
2．89　（1，08）
3．23　（0．74）

　 0．97n ．s．

1．98　（0．67）

2，04　（0，62）
1．92　（0，56）
　 0．17n ．s．

里 帰 りの 意義

　　　高意識群 （N ＝41）

　　　f氏意 識君羊　（ハr＝26）

　　　　　　 t 値

3．59　（0．59）

3．05　（0，81）

　 3．12’ “

3．15　（0．86）

2．76　（0．91＞

　 1．751

1．88　（0．57）

2．19　（0．67）
− 1．93t

父 親 と子 ど もの 会 う頻 度

　　　高頻度群 （N ；18）

　　　低頻度群 （N ＝22）

　　　　　　 t値

3．52　（0，56）

3．17　（0．92）
　 1、41n．s．

2．89　（0．93）
2．95　（LO8 ）

− O．21n．s．

2．01　（0．69＞
2．05　（O．68）
− 0．17n，s．

出産経験

　　 初 産婦 （N ＝58）
　　 経産婦 （1V＝9）

　　　　　　 t値

3．37　（0，76）　　　　　　　　　　2，90　（0，89）
3．44　（0，53）　　　　　　　　　3．59　（0．57）
− 0．29　　　　　　　　　　　　　　　− 2．23寧

2、03　（O．63）

1，65　（0．38）
　 1．77’

「
p ＜  ．10，

’
〆 O，  5，

”
p 〈 O． 1．n．s．有意差な し，

響を 与 える 要因 と して検討する．

　まず，家事に 関して 里帰 り後の 増減を次 の よ うに数

量化 した．里帰 り中 と里帰 り後 を比較 して，65人 の

母親の 中 で変化 がな い 者が 4 人，「ほ とん どしな い 」

（ユ点）が 「あま りし な い 」 （2 点）に変化する な ど，

値が 1点増加し た者が 6 人，「ほ とん ど し ない 」 （1点）

が 「ふ つ う」 （3 点）や 「よ くする」 （4 点）に 変化す

るな ど， 値が 2〜3点増加 した者が 26人 ， 4 点 以上増

加 した者が 28人 で あ っ た．また，値が 1点減少 した

者が 1人 い た．こ の 結果か ら，値 が減少，変化 な し，

1点増加 した者 を変化低群，2− 3 点増加 し た者を変化

中群，4 点以 上増加 し た者を変化高群と し た，そ し て ，

こ れ ら 三 つ の群を独立変数 母親の育児感情 を従属変

数 と して 分散分析 を行 っ た 結果，「育児の 有能感」 （F

（2，62）＝3．37，pく 0．05），「子 ど もへ の 肯定的感情」（F

（2，62）＝4．28，p 〈 0．05）に お い て 有意差 がみ られた

（表 5）．LSD 法に よる多重比較の結果，「育児の有能

感」 で は，変化低群が変化高群 に 比べ て 有意に高い 値

を示 した．「子ど もへ の 肯定的感情」で は，変化中群

が変化高群 に 比 べ て有意 に高い 値 を示 した．

　次 に，育児に関して 里帰 り後の 増減を算出 した結果，

65人の 中で 変化が な い 者が 31 人，値が 減少した者が

12人，値が 増加 した者が 22 人で あっ た．人数 の 割合

を考慮 して 変化が な い 者を変化 なし群，値が減少した

者を減少群 ， 値 が増加 した者 を増加群 と した．そ して ，

こ れら三 つ の 群 を独立変数，母親 の 育児感情を従属変

数 として 分散分析 を行 っ た結果，育児感情 を構 成す る

3 因子すべ て で有意差は認め られ なか っ た （表 5）．

　さ ら に，母親が認知 した 里帰 りの 意義が 母親の 育児

感情 と 関連する と考え
，

里 帰 りの 意義を測定 した 三 項

目の 合計 得点 の 上位 50％ を高群，下位 50％を低群 と

し，育児感情を従属変数として t検定を行 っ た （表 5）．

そ の 結果，「育児 の 有能感」 に お い て 高意識群が有意

に 高い 値 を示 した （t＝3．12，p＜ O．Ol）．また，有意

30 （814）
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差 を示す値 は 低 い もの の
， 「子 ど もへ の 肯定的感 情」

にお い て 高意識群 が有意 に高 い 値 を示 した （t…1．75，

p ＜0．10）．「育 児の ス トレ ス 感 」にお い て は，低意識

群が有意に高い 値を示 した （t＝ − 1．93，p〈 0．10＞，

　 3） 父親が．子どもに会 っ た頻度 との関連

　里帰 り中に父親が 子どもに会 っ た頻度と母親 の 育児

感 ［青との 関連を検討するため，「ほぼ毎凵会っ て い た」

と 回答 した 18人 を高頻度群，「1週 間に 1回 くらい 」

「ほ とん ど子 ど もと会 っ て い な い 」 と 回答 した 22 人 を

低頻度群 とし，育児感情を従属変数 として ’検定を行 っ

た．そ の結果，育児感情 を構成す る 3 因子すべ て で 有

意差 は認め られ な か っ た （表 5）．

　 4）　出産経験 （初産 ・経産） との 関連

　里 帰り群 に お い て 出産経験 と母親の 育児感情 との 関

連 を 検討す る た め
， 出産経験 を独立変数 ， 育児感情 を

従属変数 と して t検定を行 っ た，そ の結果，表 5 に示

したように 「子 どもへ の肯定的感情」に お い て経産婦

が有意に高い 値を示 し （t＝− 2、23，p ＜ 0．05），「育児

ス トレ ス感」に お い て初産婦が 有意に高い 値を示 した

（t＝ 1．77，p ＜ 0．05）．た だ し， 今回 の 調査で は ，初産

婦が 58人，経産婦 が 9人 で あ り，人数 の 違 い が顕 著

な こ と から限定 的 な結果 で ある と い える ．

　   　里帰 りと母親の 育児サ ポー
トの 認知 との 関連

　 1）　出産後 4 カ月ご ろ の 母親の 育児サポ
ー

トの 認知

　対象者の 母親全員 に 「悩んで い るときに相談に の っ

て くれ る，協力 して くれ る 人や機関や もの」を複数回

答で尋ねた結果 を表 6 に示す．父親が 最も多 く 126人

（89．4％），次 に 母親 の 実母 108 人 （76．6％ ），友人 が

95人 （67．4％）， 育児書 ・育児雑誌が 66人 （46．8％）

であ っ た．さらに，22項 目を内容別 に 「親族」 「地域」

「専 門家」 「機関」 「もの 」 「そ の 他」 の 6 つ に 分類 し，

母親の 育児サ ポートの認知を探索的に検討 した．そ の

結果，「親族」が最 も多 く，次に続 くの が 「地域」「も

の 」で あ り，「専門家」「機関」 が 相対的 に少な か っ た．

　 2） 里帰 りと母 親が認 知する 育児サ ポ
ー

ト量 との

　　　関連

　 里帰 りの 有無 と母親が認知す る育児サポ
ー

ト量 との

関連 を明 らか に するため に，里帰 りの有無を独立変数，

母親が支援 に関する 人や 機関や もの の 22 の 選択肢の

中で選択 した合計数を従属変数 と して t検定 を行 っ た

結果 ， 里 帰 り群 が 有意 に 高 い 値 を示 し た 　（t＝

− 2．27
，　p ＜  ．05）．

表 6 ，母親が 認知す る 育児サ ポ ー
ト

　　　　　　　　　 　　　　　 （N ＝141）

大項 目 小 項 目 度数　 （％ ）

親族　 父親〈 パ ートナー
〉

　　　 母親の 実母

　　　 父親の 実母

　　　 母親の 実父

　　　 父 親の 実父

　　　 親以外 の 家族 ・親族

126　（89．4％ ）

108 （76．6％ ）

46　（32．6％ ）

26　（18．496）
11　（7．8％）

38　（27．0％）

地域　 友 人

　　　 近所 の 人

　　　 職場 の 人

95　（67．4％）

27　（19．1％ ）

10　　（7．1％）

専門家 相談員 ・カ ウ ン セ ラ
ー

　 　 　 保 健 師

　　 　 医師 ・看護師

　　 　 助産師

　　 　 保育十

7　（5．0％ ）

33　（23．4％ ）

IS　（12．8％）

18　（12．8％）

8　（5．7％ ）

機 関　 育児支援 セ ン タ
ー

　　 　 自主サ
ー

ク ル

17　（12．1％ ）

18　（12．896）

もの 　 育児書 ・育児雑誌

　　　 ラ ジ オ ・
テ レ ビ ・新聞

　　　 パ ソ コ ン通信
・イ ン タ

ーネ ッ ト

66　（46．8％ ）

13　（9．296）
37 （26．2％ ）

その 他 自分で 考 え た り解決 した りした

　　　 だ れ も相談す る 人 が い な か っ た

　　　そ の 他

29　（20．6％ ）

0　（0．0％ ）

6　（4，3％）

複数回答

　4．考 　 　察

　本研 究 で は，「産後 の 里帰 り」に お ける家族 の 生活

実態 を客観 的な指標 を用 い て 明 らか に す る た め ，測定

方法と し て グ ラ フ尺度を用い た ，グ ラ フ 尺度 に 関 して

は，各自が 自分 の 感覚を物理 的な距離に変換 し て 回答

す る た め ，「やや」 「か な り」 な ど の 程度 の 強 さを示す

副詞 で 表現 された段階 ス ケ
ー

ル で回答す る カ テ ゴ リ
ー

尺度に 比べ て ，分量 を客観的 に 測定 で き，程度 を示す

各副詞の 意味 の あ い まい さがな くな る こ とが特徴 とさ

れ る （田中 1994）．

　 こ の よ うな指標を用い て 明らか に な っ た の は ，里 帰

り中に母親の 家事分担が 軽減さ れ る こ とで ある ．こ の

こ とは，里帰 りを経験 しない 群 と比較 して 顕著で あ っ

た ．しか し
， 母親 の 育児 の 分担割合 に 関 して は ，里帰

り群 と非里帰 り群 を比較 して も有意差がみ られなか っ

た．こ れ らの 結果 か ら，里帰 りを経験 した母親 は，実
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家の実母 などの 身近な親族か らの サポ
ー

トを受け て お

り，里帰 りが育児 に専念で きる
一
定 の 時間や空間を母

親に提供 し て い る こ とが明らか に な っ た．

　
．一
方 で

， 里帰 り群 ， 非里 帰 り群を比較 して も，家事 ・

育児 の 役割 を担 っ て い る の は，母親や 母親の 実母 が大

部分 で あ り，女性 に偏 重した役割分業が根強 く存在 し

て い る こ とが示された，今後，高齢杜会 の 進行に よ っ

て 里帰 りを受け入れ る側 の 祖父母 も働 い て い る場合が

多 くな り，性別や 世代 を超えた生活支援 が社会的 に充

実す る こ と が求め られ る の で は な い だ ろ うか ，

　また，「産後の 里帰 り」が母親の 育児感情に及ぼす

影響 を検討 した 結果，ほ とん どの 母親が 里帰 り中と比

較 し て 自宅帰宅後の 家事分担 が増加 して お り ， そ の こ

とが 「育児の 有能感」「子 どもへ の 肯定 的感情 」に負

の 影響を示 し て い た．生後 4 カ月まで の 子どもの 人間

関係 の 発達を考え る と，繁多 （1987）が Bowlby の愛

着 理論 を基 に して ，「人 との か か わ りの た め の さ まざ

まな反応 が 増え，例 え ば ，母親 に 対 し て
， 他 の 人 よ り

も余計に 微笑 んだ り，よく声を発 する と い うよ うに，

特定の 人 に対す る
“
好み

”
が見 られ る ように な る」と

述 べ て い る．こ れ らの 指摘は，こ の 時期，特定 の 養育

者と の か か わ りが 乳児 に人との 基本的信頼感を形成す

る 基盤 に な る こ と を 強調 し て い る、里 帰 り後の 生 活の

変化が子 ど もの 発達 に も負の 影響をもた らす可能性が

考えられる こ とから，子 ど もと母親 さらに父親を含

め た特定の人 と安定 した関係 の ネ ッ トワ
ー

ク をつ くる

た め の 支援 を し て い くこ とが求め られる とい える，

　
一

方，父親が子どもと会 う頻度が母親 の 育児感情 に

与 える影響 を検討 した が ，有意な差が み られ な か っ た．

こ の こ とに関連 して，木田 と大谷 （1992）は，「現代

家族 に おけ る 家族的紐帯を議論する際に は，単に 自然

的紐帯や 制度 的紐帯だ けで な く， 愛情 や理解 と い っ た

心理的紐帯を欠落させ るわけ に は い かな い 」 と述 べ て

い る ，今回 の 調査結果に照ら し合わせ て考え る と，父

親が 会い に行 くとい う行為の レベ ル だけで はな く，子

ど もや母親へ の 愛情や理解とい っ た心理 的紐帯 の レベ

ル で の 検討が 必要 だ っ た と考え ら れ る．今後 の 課 題 と

なるが，子育 て に影響 を及 ぼ す要 因 と して 父
・
母

・
子

の 心理的 な結び つ きを検討す る 必要があ り，こ れ らの

検討をする こ とで ，武藤 （2004）が論 じる よ うな家族

関係に お ける父 ・母 ・子の発展を促 し．どの 人 も関係

の 発展 に 主 導的 に 関 わ る こ と が で きる 三 者関係的把握

が可能 と な る の で は な い だ ろ うか ．

　本研究 で は，対象者の 人数の違 い が 顕著で は ある が，

母親 の 出産経験 の 違 い が 「子 どもへ の 肯定的感情」

「育児 の ス トレ ス 感」に つ い て影響を 及 ぼ し て い る こ

とが 明 らか に な っ た，佐藤 等 （1994）は ，初産婦 と経

産婦で は育児に関す る 認知的評価 の 仕方が異な る可能

性が あ る こ とを論 じて い る．初産婦で は，経験 や 知識

の 不足な どか ら子 どもの状態や行動を好ましくない も

の
，

ス ト レス フ ル な もの と評価 しやす くなる の か もし

れな い と述 べ て い る．本研 究 の 結果 も従来の 知見を支

持す るもの で あ り，特に育児初期の 初産婦 を対象 と し，

育児 の 肯定的感情を高め て い け る きめ 細か い サ ポー
ト

が なされ る こ とが望 まれる．

　母親が認知する育児サポ
ー

トに つ い て は，出産後 4

カ 月 ご ろ の 母親は，サ ポ ー
ト源 とし て 「親族」を最 も

多 く想定 し，「専門家」「機関」は相対的に少な い こ と

が明 らか に な っ た ．森永 と山内 （2003）に よ れば，出

産後の 女性は親族からの サポ
ー

トと ともに医療福祉専

門職や 公的サ
ービ ス か ら多量なサ

ービ ス を入手して お

り，そ れ らの 効果 の 検討が 必要 で あ る と され て い る ，

しか し，本研 究の結果 か ら は，育児初期で は，家事や

育児 の 負担が家族 の 女性の 肩に かか り，頼 りにするサ

ポ ー
ト源 も親族が あげ られ る な ど

，
ま だ ま だ 子育て が

家族の 「自助」として行われ て い る こ とが明らか になっ

た ．加 え て，里 帰りを経験 せ ず 自宅で 子育て を して い

る者は，親族の サポートを受ける こ と も相対的 に 少な

い こ とが 明らか に な り，早急な育児支援の対策が必 要

な こ と が示唆 され た ．

　 さら に ， 「育児 の 方法な ど を教 えて もら っ て よ か っ

た」 「心 身 と もに充分 に休息で きた」な ど，母親の 里

帰 りの 意義に 関する認知が育児感情 に プ ラ ス の 影響 を

及ぼ して い た，こ の こ とは，こ の 時期 の 育児サ ポ
ー

ト

に は，育児情報を伝授す る情報的サポ
ー

トや母親 の 休

息を提供する レス パ イ トサ
ービ ス が重要で ある こ とを

示唆して い る ．本研究で 取 り上 げた 「産後の 里帰 り」

は，里帰 りを経験 しなか っ た群 と比較 して ，母親は親

族に よる家事の軽減な ど，
一
定 の 身体 的 ・精神的 な助

力を得て い る こ とが 明 らか に な り，「自助」 と して の

育児支援 の 役割が 確認 され た．しか し
一

方 で ，家事や

育児の女性へ の役割分業の偏重 や ，里帰 り後の 生活の

変動が育児感情 に負の 影響 を及 ぼす可能性が 明らか に

な り，家族 の 「自助」 と し て の 限界 も示唆さ れ た ，今

後は，育児初期 にお い て も近 隣や友人 と の 相互 援助関

係や 自主的 な育児サ
ー

ク ル な ど、他の 人 々 との 共同的

な関係，相互性に 重点をお く 「共助」や，保育所 な ど

の施設の整備，労働時間の短縮や育児休業の 拡充とい っ
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育児初期 の 母 親 の 育児支援 の あ り方 に関 す る検討

た 労働 環境 の 整 備 と い っ た 公 的サ
ービ ス を意味す る

「公助」を充実 させ て い く必要が ある，子育て へ の 社

会的 な環境整備 を基盤として ，主た る養育者 を軸 とし

なが ら血縁 の家族 に とらわれず，子どもも大人 もさ ま

ざまな人 と関わ りなが らお．彑い が成長 して い くサボ
ー

トシ ス テ ム を構築 して い くこ とが 求め られ る の で あ る ．

　5．今後の課題

　今回 の 調査 で は ，子 ど もの 年齢 を 生後 4 カ月ご ろ ま

で としたため，対象者 の 数が少な くな り，出産経験 な

ど の 要因の 分析結果 が限定的 なもの と な っ た こ とが課

題 として残 っ た．今後へ の 示唆として，今回の 対象者

を詳細に み て い くと，里帰 り群 に おける初産婦の割合

が 86．6％ に 対 し
， 非 里 帰 り群に お け る 初産婦 の 割合

が 70，3％ で あ り ， 初 産婦 の 里帰 り率が 高 い こ と が わ

か っ た ，こ の こ と か ら，出産経験 が里帰 りを規定す る

要因 とな っ て い る 可 能性 も考えられ，育児感情に 関し

て も，こ れ らの 関連する要因を考慮 し，対象者を増や

して検討 して い くこ とが求め られる，

　また ，1歳未満の 子 どもは著 しい 発達を示 し，育児

上 の 悩み を母親が 多く抱える と考え られ る ．さ ら に，

職業をもつ 母親 も出産後，育児休業を と る 場 合は，た

い て い 1年間は育児に専業す る場合が多い こ とから ，

今回対象とした生後 4 ヵ月ご ろ まで の 時期 を拡大 し，

乳児期全体 を通 した母親 の 育児感情 や サ ポートシス テ

ム を検討 して い きた い ．
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