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母親の 親役割受容 と主体的生 き方
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1．研究 目的

　筆 者 の これ まで の 調査で、子 育て はつ らい こ と もう

れ しい こ と もあ るア ンビバ レ ン トな感情 を伴う こ と、

母親がつ らい と感 じる状況に は、子 育 てだけでは な く、

自分 の生き方の 問題が隠 され て い る こ と，これ ま で は

母 親役 割を期待された子育て 支援が行わ れ て いた が、

母親だけで な く個として など複数の アイデンティ テ ィ

が統合され、主 体的に 生き る こ とが可能な子育て 支援

が必要で ある こ とが わか っ た。ll

　 この 段階で は、主 体的生 き方 とは何 を指 すの か、明

確 に規定 しな い まま主 体的 とい う言葉を使用して い た 。

現在子 どもの 主体的学習 な どに つ いて の 研究 はみ られ

るが、親 の 主体性や主 体的生 き方につ い て の文献 は、

み られな い 。心 理学 分 野 で は、アイデン テ ィ テ ィ の 研

究 と して 取 り上 げ られ て い る が、主 体 的な 生き方が ど

の よ うな もので ある のか規定されない ま ま、漠然 と し

た共通 理解の も と進めて い る の が 現状で ある。

　本研究で は、2000 年 に筆者が行 っ た 「母親の 生活

と意識 に関す る 調査」 を 吉 田民 人の 主体性理論
2｝を

手 が か りに 再検討 し、親役割 の 受容意識と母 親が主体

的に生き に くい 状況の 明確化を 目的 とす る。

2。研 究方法

D 調査方法と対象 ；2000 年 7 月〜8 月に筆者が 実施

した乳幼児 を家庭で 育て る母親の 生活と意識を把握す

るための 質問紙による調査 を使用 し、検討する。対象

は、埼 玉県 A 市 に住み、主 と して 0 歳か ら 3 歳 の 乳

幼児を家庭で 育て て い る母 親で ある。市の 保健セ ン タ

ーの乳幼児健康相談、児童館の 親子で遊ぶ 会 、 公民館

の 講座、自主 グループな どにお い て，調査票を配布 し

た。調査票配布数　264、調査票回収数　182 （回収

率 　68．9％ ） う ち有効回 答数　178 で あ っ た。そ の

場で 記 入 して も らい 、不 可 能な 場合は 自宅で 記入後、

筆者 に郵送 して も らう方法で 回 収 し た。対象者の 属性

等は、別紙 （別紙参照） の とお りで ある。

2）調査構成

　調査構成は、  母親 の 生活 に対 する意識と して 「う

れ しかっ た こ と」 「っ らい こ と」 「今した い こ と、望ん

で い る こ と」 につ い て　  子 育て 支援の 場に参加 して

の 意識につ い て 　  母 親自身の 親に なっ て 成長した り

変化 した と感 じて いる意識 （本論で取 り上 げる） につ

い て の 質問を設定した。

　  の 質問項 目は、小 嶋の 養護性の 研究
3 ）

から、養

護性の 中心 をなす 「赤 ん坊 ・子 ど もへ の 興 味」 な ど 3

分野か ら 6 項目取 り上 げた。また、若松 ・柏木 の 研究

4，から 「親になる」 こ とによる成長発達 の 次元から、

12項 目と りあげ、4 段階評定を求めた。 なお 自由記述

につ いて の 分類 は、K 亅法を用 い て分類 した。

　本論 で は、  の 「今 した い こ と、望ん で い る こ と」

と  母親自身の 親 にな っ て の 意識につ い て の 調 査結果

を取 り上 げる。

3．結果

1）親の 成長の 様子

A ．自分が 「変わっ たと思う点 ・成長したと思う点」

に つ い て

　 自由記述て 回 答を求め た と こ ろ、変わ っ た と思 う点

や 成 長 した と思 う点が あ る もの が 67 ％、無回答、わ

か らな い．変わ っ たと思う点や成長 した と患 う点がな

い もの が合 わせ て 33％い た。

　自分が 「変わ っ た と思 う点 ・成長 した と思 う点」 に

っ い て の 自由記 述 を分類 した 結果、表 1 の よ うな結

果 にな っ た。

B ．養護性及 び親に な る事へ の 成長 ・発達 に つ い て

　養護性及び親に なる事へ の 成長 ・発達 の 次元 に 関す

る問い に対 して の 回答結果は、表 2 （別紙参照） の と

お りで ある。「赤ん坊 ・子どもへ の 興味 ・関心」 「自己

抑制」 「生きがい ・存在感」 「子 どもを上手く扱え る 自

信」は、80〜90％ の 高い 割合で 肯定さ れて い る 。そ れ

に対 して、「運 命 ・信仰 ・伝統の受容」 は約 50％、「積

極的な養護的役割の 受容亅 「柔軟 さ」 「視野 の広が り」

は 60％ 台で ある。また 「自己の 強 さ」 は 設問 によ っ

て 回 答 に差が大きい。

2） 「今 した い こ と ・望 んで い る こ と」 に つ い て

　母 親に 「今 した い こ と ・望ん で い る こ と」 を 自 由記

述 で 尋ね た と こ ろ 、した い こ と が ある 者 は 88％、し

たい こ となし と考 えた こ とな しが 各 1％，無回答 10％

あっ た。そ の 内容 を詳 し くみ る と、自己実現や個とし

て の 自由、時間的余裕など、母親自身の 生き方 に関連

する 内容が 60％ となっ てい る （表 3別紙参照）。
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表 1 「変わ っ た こ と成長 した こ と」 の 内容

項 目 騰 ％

自己関連 柔 軟さ 5

余裕 5

協調性 2

積 極性 11

他者へ の 思 いや り 8

自己反省 5

価値観、生 き方、多様性 の 受容 13

そ の 他 5

小計 5434

親関連 親役割の 自覚 19

子 ども理 解 5

多 児へ の養護性 19

親役割へ の共感 7

小 計 5031

地域社会関連 視野 の 広が り 2ユ

弱 者の 視点の 獲得 工2

地域社会との の 連帯 24

小 計 5735

合計 161100

4．考察

1）親役割の 受容

　母親たちは、親役割 を受容 しなが ら、主体的に生き

る こ とがで きて いる の だろ うか。67％の 母親が親 にな

っ て 変わ っ た こ とや成 長 した こ と を肯定的に と らえ て

い る。一
方 33％ の 母親は そ の ような感 じを持た ずに

い る ことに注目しな くては い けな い だろ う。

　 また、養護性及び親に な る事へ の 成長
・
発達の 次元

に 関する 問い に対して の 回答 で．「赤ん坊 ・子どもへ

の 興味 ・関心jr 自己 抑制」 「生きが い ・存在感」 「子

ど もを上 手 く扱 え る 自信1 は、高 い 割合 で 肯 定 されて

い る の に対 して 、「運 命 ・信 仰 ・伝 統 の 受容 」 「積 極的

な養護的役割の 受容」 「柔軟さ」 「視野の 広がり」 がそ

れ よ り低 い。これらの 項 目 は、親に なっ て変わっ たこ

とや成長 した こ と と して 自由記述で述べ られて い る も

の と重な る内容 の もので あるが、親役 割 を受容す る面

がやや 弱い と読み とれ る。

　約 70％ の 母親が親になっ て の 変化 ・成長をとらえ、

同様の 割合で養護性や親に な る こ との 成長 ・
発達 を感

じて い るが、「今したい こ と
・
望んで い るこ と」 へ の

自 由記述 で は、回 答の 60％が自分の 生き方 に関連す

る もの で あ る。個別 に回答を見る と、養護性が高く、

親役割を受容 して いて も、自由な時 間が欲 しい と思 い、

仕事や 専門学校などへ 行 き た い と思っ て い る。こ の よ

うに親役割の 受容及び親として の 成長 と 自己実現や個

と しての 生き方は別 に とらえ らて い る。

2） 「脱当主体的主体性」 を求め られ る 親役割

　 子 どもは、母親 を自分 が主 体性を発揮する拠 り所 と

して育っ て い くため、子 どもを育て る母親は、子 ど も

の 欲 求 に沿 っ て 生活す る こ とを強 い られ る部分があ る。

母親の っ らい 状況 は 、吉田の い う 「当体 的主 体 性 」 で

はな く他主 体に よっ て選択する こ とを求 め られ る 「脱

当体的主体性」 で 過ごさね ばな らない 毎 日の 生活から

生 じて く る 。 母親たちの 「自分だけの時間が欲 し い」

とい う声は，当体的主体性を発揮す る時 空間を持 て な

い とい うこ とで もあ る。

　 本調査 の 他の 質問で は、「風邪 を引い て も寝 られ な

い 」 「公 園へ 連れ 出 され る 」な ど 母親が子 ど も との 関

係で脱 当体的主体性を取 らざるを得ない 状況や、親の

介護や 看病 な どに お いて も脱当体的主体性の 生活 にな

っ て い る様子が述ぺ られて い る。「自分 らし く い きた

い 」 と思 う母 親の 声は、こ の よ うな現 実 の 生活 か ら生

じて い る。し か し、母 親た ちが 「親 にな っ て 変わ っ た

こ と成長 した こ と」 で肯定的に挙げて い る もの は、脱

当主体的生活 の 中で 培わ れ た もの で ある こ と も事実で

あ る 。

3）子育て にお ける親の 主体性の 複雑なあ り様

　鯨 岡は、『母 と子 の あ い だ 初期コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ

ン の 発達 』の 「初期母子関係 に お ける 間主観性の 領域」

S）に お い て ，子 どもとの 関わ りの 中で、子 どもか らの

メ ッ セージを読 み とる時、「主体 と して の 『い ま、こ

こ 』 の 生 き方」 が 母親が 子ど もの 気持ちを間主観的 に

把握する ときの 条件になっ て い る とし、赤ちゃ ん との

コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン にお け る母 親 の 主 体 性 の 必 要につ

い て 述べ て い る。子 育 て と い う生活 にお い て は、脱当

主体的主体性の 生活 を主体的に 生き る こ とが求め られ

とい う複雑さが ある。

　 こ の ような子育て 期を主体的 に生き る た めに は、吉

田 の 主体性定義から読み とれ る 「自由 発 想」 と 「主 体

選択 （意思 決定）」 を経て 主体 的 に親役割を担 う とい

うプロ セ ス が求 め られ るで あ ろう。
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