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　The 　purpose 　of 　this　study 　is　to　clarify 　perceptions　of 　the　relationship 　between 　daughters−in−1aw
and 　mother5 −in−1aw，　 attitudes 　toward 　coresidence

，
　their　positions　 and 　 the　 desimble　 rdationship ．

The 　self 　administered 　type 　of 　survey 　was 　conductcd 　to　428　married 　women 　in　Fukuoka 　 city 　 and

Oita　city 　in　April　to　May
，
1990．　 The 　majer 　findings　are 　as 　fbllows：

　1）82％ of　the　sample 　regardod 　them 　as，　either　daughters・in−law　or　mothers −in−law，　the 　fbrmer

felt　their　pQsition　as 　unhappy
，
　whilc 　the　latt¢ r　felt　as 　happy．　The 　oidcr 　they 　are

，
廿le 　less　tlley　had

such 　feelingS．

　2）About　half　had　posit玉ve 　attitudes 　f（〕rward 　coresidence 　with 出 eir 　parents　and 止 oir 　ddest
son 　in　the　fUture

，
　and 　over 　30％ wanted 　separate 　living　from 　their　children ．

　 3）70％ of 　daughters−in−1aw 　wanted 　to　 change 　their　relationship
，
　 while 　 among 　mother 討 n・law

the　proportions　of 　those　who 　waritcd 　to　change 　and 　of 　thosc 　who 　did　not 　were 　alm ｛mst　the　same ．

　4）The 　 msult 　 of 　analysis 　 of 　free−answers 　 shows 　 the　disα epancies 　between 　their　 attitude
，
　 but

the　mothers −in−1aw　seems 　to　approach 　to　the 　daughters−in。1aw，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （Reccived　January　30，
夏992）

Keywords ： percePtion　認知，　 eldest 　 son 　長男，　 position　立場，　 the　 relationship 　between

daughters−in・law　and 　mothers −in・law　嫁姑関係，　 coresidence 同居，　 generation 世 代．

　1． 緒　　君

　今 日 ， 統計的に 人 口 の 高齢化 の 進行 は 著 し く，こ の 現

象 は ， 個人的 に は長寿化 ， そ して ，

一
生 に お け る高齢期

の 生活 の 伸長 を 意味 して お り，今後 ， 人類史上 ， 未経験

時代の 到来が予測 され て い る．こ の よ うな時代に 「人 と

して どう生 きる か」 は ， 個人 ， 家族 ， そ し て ， 社会の い

ずれ に と っ て も重要な探索課題で あ る．なか で も，平均

寿命は 女性 の 方が長 く，百 歳以上 の 長寿者層の 大半 は 女

性 で あ る とい う事実 もあり，また ， 高齢期の 介護者と し

て，妻 ， 嫁 ， 娘な ど女性 へ の 期待が ， 男女 と もに 高 い こ

とも報じ られて い る
1），日本 の 伝統的規範や性別役割分

担意識な どとも合 わ せ て 考える と， 女性 に よ り大 きな課

題 を提供 して い る と言 え る．こ れ らの 課題解決 の た め に

は ， 個人 ， 家族 ， 社会 ， それぞれ の 対応が必要で ある．

仮 に ，「個人 と し て の 対応」 に 限 っ て 考えて み て も， 多

様な対応が必要であろ う．法制度 の 厂家」 は既 に 消えた

と して も， 現実生活で は多くの 名残 りを と どめ ，それ ら

が ，

一
人 の 人間 と し て の 女性 の 心情や 行動 に 強 い 規制 を

加 え，家族 の 人間関係 に お い て も悩 み と して 存続 して い

る とい う状況 は ．九州 で も決 して 例外 とは言 えず ， 先行

の 諸調査 や 社会教育実践面で数多 く見聞され て い る．こ

れ らを踏 ま え て，今回，筆者は ，女 性の 人生 に 今な お 重
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要な影 を 落 と し な が ら，「女性同志の 永遠 の 課題」 とい

うよ うに 非科学的な表現 で 見過ご され て い る嫁と姑の 関

係 に つ い て ， 人 ロ の 高齢化 が 進み ， 長寿 の 時代と して 今

後に 女性と し て ど う生きる か を，女性 自身が考え るた め

の 資料 を得るた め に ，調査，研究を試み る こ ととした．

　嫁 と姑の 研究 に つ い て は ， こ れ まで 多 くの 研究 が な さ

れ て い る が ， それ らは 両者間の 心理的葛藤 の 分析 とそ の

解決に 焦 点 が お か れ て い る もの が多 い ．例 え ば ，牛島義

友 （1955）は ， 嫁姑 に 代表 され る人間関係の 問題に つ い

て，450組 の 嫁姑を 調査 し
2〕，仲 の 良い グ ル

ープ と仲 の

悪 い グ ル ープ とを 統計的 に 比較 し．そ れ ぞれ の 性格の 重

要 性 を と り挙 げ て い る．そ の 他 ， 津留 （1953）， 我妻

（1955）な ど に よ る研究 もそ の 大 部 分 は，「嫁 と姑 の 関係

を頂点 とす る三 世代家族 の 親子間 の 葛藤を 防 ぐ最 も効果

的方法は ，別居 な い し，生活 の 分離 で あ る 」
3），「娘夫婦

との 同居，また は，隣居す る とい う修正直系家族 の 生活

シ ナ リオが期待され る 」
4）

とい う方向で解決を求め る．

あ る い は 葛藤 の 内容 に つ い て も 「世 代間 の 価値意識 の ズ

レ 」
5）

に よ る もの と し て と らえ る傾向が 強 い ．最近の 研

究例 とし て ，まず，「生活 の 分離」 と い う視点か らは 菅

谷論文 （1982）が あ る．生活の 分離が よ り進ん で い る 近

郊農村を対象 に し て ，   住宅 ，   職業 ，   家計 ，   接

触時間，  家事，  余暇活動，  社会関係 の 7領 域 を

とり， 世代間の 分離
・
不分離が どの よ うに現れ て い る か

を 分析 し て い る
6）．ま た ， 長谷川論文 （1984）で は ，二

世帯専用住宅 で の 息子夫婦同居 と娘夫婦同居 と の 比較 に

よ っ て 嫁姑関係を 見 て い る が ， 前者で 生活 の ほ ぼ全 て が

分離す る なか で ， 嫁姑関係 も うま くい っ て お り，現状同

居 へ の 満足感が高く，後者 で は ， 母 ・娘 の 全員が 「
一つ

の 家族 と し て 暮 らし て い る」とい う回 答を して い る 点か

らも，非常 に ， 家族全体 の 接触度 ， 統合感 が 強 い と考察

され て い る
7〕．また ， 「世代間 の 価値意識 の ズ レ 」 に つ い

て は ， 佐野論文 （1988）が あ る．「嫁 と姑，それぞれ が，

相手 の 考え方や好み の 点で
一致 して い る と考え て い るか ，

それ と も不一
致 で あ る と考え て い るか 」 に つ い て 分析 し

て い る
S）．すなわ ち ， 以前 は ， 家族 の 人間関係 と し て嫁

と姑の 関係 お よびその 限 りに お け る分析 と対策を提示す

る とい う研究方向が 強か っ た の に 対して ，女同志ならぬ ，

よ り広い 関係 と して 世代間 の 価値意識 の ズ レ と い う観点

よ り分析 が 向け られ て きて い る．前述 した よ うに ，前人

未踏 の 高齢化社会 に 向け て 「女性が ，

一
人の 人間と し て

ど う生 きれ ば よ い か 」 の 探索資料 とな る 回答 と して は ，

今後 ， 更 に こ の 「世代間 の 価値意識 の ズ V 」を乗 り越え

た ， 時代共通 の 価値意識 の 創出が重要問題 と言える．

12

　そ こ で ， 本研究 の 目的 の
一

つ は ， まず，既婚女性が 日

常的に どの程度自ら嫁 として ， あるい は 姑とし て ， 嫁姑

の 関係を意識し て い るか に つ い て 知 る こ とで あ り，年代

や居住形態 に よ る意識 の ギ ャ ッ
プ ばか りで な く， それ ら

の 意識の 質的な もの を探る こ とで あ る．二 つ め は ， 同居

に 関わ る考 え方に つ い て，長 男規範が ま だどの 程度存在

す るか を 探 るば か りで な く，今後の 親の 扶養 の 行方を探

る こ とで あ る．そ し て 三 つ め に つ い て は ，今後の 嫁姑関

係 を ど の よ うに 位置づ け るか に つ い て の 考え方を知 る こ

とに あ り，最後 に は ， 自由記述 の 表現中に 今後の 嫁 と姑

の あ り方，ひ い て は 女性 の 生 き方 に つ い て ， 本質的 な課

題解決の 途を 探 る こ と に あ る．

　以 上 の 研究目的の もとに ，今回，北部九州市部 に お け

る嫁姑関係 の 実態把握 とそ の 考察 を 行 い ， 今後の 詳細な

研究 へ の 出発点 とす る こ と と した ．

　2． 研究方法 （綱査方法 ， 罰査時期， 調査対象）

　平成 2 年 4 月〜 5月，既婚女性 600名 （福岡 市 300 ，

大分市 300） に 質問紙を 配 布，留め 置き ， 自記式回答 に

よ る調査 を 試 み た．対象者の選考 は ，   既婚女性 で あ る

こ と，  一応選定 し た 居住地 域 の 居住者 で あ る こ と．

  年代的 に は，特定年代 に 集中され る こ と の な い よ う

に ，可 能な限 り広く分布され る こ と，な どを考慮し福岡

市か ら 5 地区 と大分市 か ら7地区を抽 出 し た （表 1）．

調査票は 各地区の 婦人会 や 公民館に 集 う趣味 の 会 ， あ る

い は 生協 の 役員会 な どを通 じ配布した ．質問紙 は フ ェ イ

ス シ
ー

ト ， 及 び 自由記述回答を含め ll問を設定 し た．

内容 と して は，現在嫁姑 の い ずれの 立場 に あ る か ， 続柄 ，

同居 ・別居状況 を加 え て の 類別 （表 2 ），嫁 姑関係 の 日

常意識，嫁姑関係 の 受け と め方 と そ の 具体的内容，嫁姑

関係 の 今後の 家族関係上 の 位置 づ け な どに つ い て で あ る．

有効回 収数は 428 （福岡市 219 ， 大分市 209）で あ る．ま

た ， 既婚女性の 現在の 家族内立場が 「嫁 で あ る か 姑 で あ

る か の 判断は ， 外部か らの 認定は方法上困難な の で ，回

答者自身 の 判断，つ ま り自己認知 に よ っ た．以下 ， それ

らの 属性 に つ い て 述べ る と，ま ず，「嫁 で あ る 」 と答え

た人 （以下，「嫁 で あ る」層と記す る こ と に し，そ の他

も同様 とす る）は，最 も多 く 255 名 （59，6 ％） で ，「姑

で あ る」層は 77名 （18．O ％）， 「嫁であり姑である」層

は 18名 （4．2％） で あ る．ま た，「い ずれ の 立 場 で もな

い 」層 は 75名 （17．5％）い る が ， そ の 内訳 は ，   子供

は 未だ 未婚で あ る （37 名 ・8．　7％ ），  子 は 娘の み で 息

子 を 持 た な い （18名 ・4．2 ％），  家族 と死 別 して い る

（18名 ・4．2％），  子供を
一

人 も持 た な い （2名 ・

（714）
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表 L 地 区 別 に み る 居住形態 （有効数 ： 428 名）

（地 区 ）
大 分市 人 （％）

（区 ）
福岡市 人 （％）

同　 居 　　別　居　　 そ の 他 計 同　 居 　　別　居　　そ の 他 計

）

）

）

）

）
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ρ
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9

船

田

6527

（
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（

7073

ハ
0

　

9齔
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ホ

　

＊

　

＊

戸

次

野

中

他

　

　

　

　

の

敷

戸

吉

竹

そ

54（73．0）

18（36．7）
7（24．1）
7（20．・0）
14（63．6）

13（17．6）　　74（100）
11（22．4）　　49（100）

5（17，2）　　29（且00）

5（14．3）　　35（100）
2（　9，0）　　22（100）

計 73（34．9）　100（47．8）　36（17．2）　209（100）

　

多

央

　

南

良

東

　

　
南

　

　
西

　

博

中

　

城

早

3（60．0）　　艮（20．0）　　1（20，0）　　 5（100）
23（40．4）　　27（47．4）　　　7（12．3）　　　57（100）

30（29．7）　　48（47．5）　　23（22．8）　　101（100）
8（24．2）　　18（54．5）　　7（21，2）　　33（100）
0（0，0）　　4（80．0）　　1（20．0）　　　5（100）

8（47，1）　　6（35．3）　　3（17．6）　　17（100）
0（0．0）　 1（100）　 0（0．0）　　1（100）

＊
農 村地 区 で 同 居 率 が 高 い ．

計 72（32．8）　105（47．9）　42（19．2）　　2且9（100）

表 2．認知立場 と同 ・別居お よび続柄関係 （実数 ・％）

認知 立 場

同 居 別 居

長 　 男 長 男 以 外 長 　 男 長 男 以 外

計

嫁 94（36．9） 19（7．5） 84（32，9） 58（22．7） 255（100．0）

姑 20（26，0） 5（6．5） 52（67，5） 77（100．0）

嫁 ・姑 8（44．4） 10（55．6） 18（100，0）

計 146（41．7） 204（58．3） 350（100．0）

0．5 ％） で あ る．立場 の 年代 との 関係 で は 「嫁 で あ る 」

層は 20 代 か ら 50代 に ，「姑で あ る」層は，50 代か ら 70

代に 分 か れ て 分布 し て い る．「嫁 で あり姑で ある」層は ，

50 代以上へ の 年代傾斜が み られ ， 嫁の 立 場 も合わ せ持つ

立場 として 注 目され る．自己認知に よる 立場別同別居及

び続柄関係で は ，
い ずれ の 立場 の 楊合 も， 別居が同居 を

上 回 り， 全体 とし て ， 同居が 41．1 ％，別居が 58，3 ％で

あ る．また ，別居 の 場合 よ り同居 の 場合 の ほ うが ，長男

の 嫁 で ある傾向が強い ．

「意識 しな い 」が 46．7％で ，前者が半数 を越えて い る．

更に
， 「意識す る 」程 度を み る と，「と き に 意 識 す る

（33．9 ％）」が，「よ く意識す る （18．O ％）を大 きく上回

り，「意識 し ない 」程度は，「全 く意識 しない （12。1％）」

とい うよ りは 「あ ま り意識 し な い （34，6％）」 状 況 とい

う こ とである．嫁，姑それぞれ の 立 場 別 に み れ ば （図

1）， 「嫁で ある」層 は 「意識す る （61．8 ％）j，「意 識 し

な い （38．2 ％）」 で 前者が 高 く，「姑で あ る」 層 は 「意識

する （35．1％）」，「意識 し ない （65．0 ％）」で 後者 が 高 く，

3． 調査結果

　結果的 に ， 地域差 は数量的 に 見 い だ し難か っ た の で，

こ こ で は，全体総数の 状況分析を 主 に 述ぺ る．なお ， 図

1〜図 9 に お い て は ， 全 て ，有意差有 り （P≦O．1）と認

め られた もの の み で ある．

　（1） 日常嫁姑関係を意識す る程度

　まず ， 嫁と姑の 関係を ， 特定 の 場や状況下 で は な く，

毎 日 の 日常的 な 現実 に お い て ， どの よ うに 意識 し て い る

か に つ い て とらえて み る と，「あ な た は毎日の 生活 の 中

で，嫁 と姑とい う関係 を 意識 す る こ とが あ りま す か 」 と

い う問い に 対 し て ， 大 きくは，「意識す る」 が 51．9％ ，

（715）

0‘り

 

鈎

10

よく意 織
す る

と きに 意厳 　　　 余 り意識
　 　 　 　 　 　 しな い　 す る
　 　 　 日常鯔

全 く意識
しな い

図 L　日常嫁姑関係 を意識す る程 度 （認知 立 場別）
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図 2．日常嫁姑関係 を 意識す る程度 （年代 別 ）

数値的 に は，相反す る割合に な っ て い る．ま た，「嫁で

あ り姑で ある 」層で は ， 年代的 に は 「姑 で あ る 」層色を

もつ が ， 日常的な意識 の 状況 で は，「嫁 で あ る」層の 様

相 と似た 実態を示 し ，興味深 い 状 況 を み せ て い る．続柄

別 に み る と ， 「長男を媒介 とす る関係」層 ， つ ま り，「長

男 と同居す る姑及 び 長男の 嫁」 の 方 が，「長男以外 を 媒

介 とす る関係」層．つ ま り， 「長男以外 の 息子 と 同居 の

姑及 び 長男以外 の 嫁」 よ り 「意識す る」割合が高 い ．年

代別 で は （図 2 ），20 代 か ら 40 代 ま で は 「意識 す る」 が

「意識 し な い 」を上 回 り，50代以上 で は逆の 傾向を示 し，

年齢が高くな るほ ど，「意識す る」度合 い が 薄れ る こ とを

示 して い る．そ の 原因に つ い て は ， 年月経過に よ る 「馴

れ 」 で あ る の か ， それ とも 「あ き ら め 」の 気持 ち が加

わ っ て の もの か ，あ る い は また，現時点に お け る 50代

以上が持つ 嫁姑関係 の 存在を 当然の こ とと考え る 「共通

的な 時代感覚」な の か，（もしそ うで あれ ぽ ， 現在 の 若

年齢層が高齢 に な る時期に は 異 な っ た もの に な る な どが

考 え られ る）な どを含 め て ， 今後 の 探求課題に 残 した い ，

　次 に ，現在 の 同居 ・別 居別 に そ の 意識状況 を み る と，

「同居」層 で は，「意識 す る （67．8 ％）」が 「意識 し な い

（31，5 ％）」 を 大きく上 回 り，「別居」層 で は 「意識 し な

い （53，4 ％）」 と 「意識す る （46．6 ％ ）」 と は，前者が 後

者をや や上回 る が ， 数値とし て は ほ ぼ折半に近い 状況が

あ る．こ れは ，同居か 別居か に よ る 日常感覚と し て の ，

「接す る」 こ との 頻度が意識 の 度合い を決定す る とま で

は 言 え な い まで も，実際的な住 ま い の 物理 的距離 の 近 さ

が 互 い に 何 らか の 形 で プ レ
ッ シ ャ

ーと な っ て い る こ とが

推測 で きる．次 に ， こ の 「意識す る」場合 の 情緒的な 面

を 「い や だ 」 と 「よか っ た」 とい う 2 つ の 情緒的な受け

と め方で と らえ ， 更 に
， それ は ど の よ うな具体的生活体
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図 4，日常嫁姑関係 で （よか っ た）と 思 っ た こ と の 有無

　　　（認知立 場 別 ）

験 の 中 で 生 じて きた か を分析する と以下の 通 りである，

まず，「嫁 と姑の 人間関係で，い や だ と思 っ た こ とが あ

ります か 」 （図 3 ）及び 「嫁 と姑 の 人間関係 で よ か っ た

と思 っ た こ とが あ ります か 」（図 の とい う2 つ の 問い

の 結果を 照合 して と らえ る と，「い やだ」 とい う回答は

「嫁 で ある」層に 高く， また，「い やだ と思 っ た こ とがあ

る」 と答え た層は，日常的に 「意識す る」割合 が 高 く，

「意識す る （6B．　6　％）」 と 「意識 し な い （31．2％）」 で ，

「い や だ と思 っ た 経験が な い 」層 で は ， 逆 に ， 日常的 に

「意識 し な い 」場合 が 高 い （「す る （21．6 ％），し な い

（78，5 ％）」）（図 5 ），つ ま り，「意識する」とい う実態は ，

どち らか とい うと 「い やだ と思 うこ と」 と関連し て い る

こ とを物語 っ て い る．次に，こ れ らの 感情 が 生 じ る 具体

的な生活体験の 場 と し て は ， 「い やだ と思 っ た こ とがあ

る嫁」層で は，「自分の 気持ち が なん とな く縛 られ て い

る よ うな気 が す る （28，0％）」， 「生活 の あらゆ る面 で 考

え方が違う （26．　9　％）」など， 「い やだ と思 っ た 姑」層 で

（716 ）
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図 5．日常嫁姑関係 で 「い やだ」 と思 っ た こ との 有無 と

　　　意識す る程度

は ，「生活 の あ らゆ る面で 考え方が違 う（2Z 　9 ％）」，「料

理 ・献立 ・嗜好が合わ な い （22，9 ％）」，「外 出，買 い 物

な ど で 気兼ね を す る （20．0 ％）」 な ど が 上 位 に 挙 が っ て

い る．更 に，「よか っ た と思 っ た こ と が あ る嫁」層 で は ，

「生活 の あ らゆ る 面 で 身 近 に 相 談 相 手 が あ り助 か る

（30．7％ ）」や 「別 に努力 し な くて も 明 る い 人 間 関係

（32．8％）」あ るい は 「夫また は 息子を含 め 一つ の 家族 と

して に ぎや か （23．9 ％）」 な どが上位 に 挙げ られ て い る．

以上 の結果 よ り．嫁 と姑の 満足 ， あ るい は 不満足 の 要因

に つ い て は ， 情緒的要因 と手段的要因 の 2 つ に 分類 で き

る が，「嫁 で あ る 層」 の 不満足 は
， 「気持ち が縛 ら れ て 」

あ る い は 「考え方 が 違 う」などの 情緒的要因 に ，満足 は ，

「身近 に 相 談 相 手 が あ り助か る」あ る い は 「家事 の 分担

などで 自由時間 が もて る」など手段的要因 の割合が高い ．

また，逆 に ，「姑で あ る」層の 不満足 で は 「料理 ・献立・

嗜好が合わ な い 」「子供の しつ けで意見 が 合 わ な い 」な

どの 手段的要因 が ， 満足 は，「普通 の 人間関係」「
一

つ の

家族 と して に ぎや か 」などの 情緒的要 因 に 集 中 す る 傾 向

がみ られた．こ れ に つ い て は，三 世代同 居 に つ い て の

「妻の 満足 ， 不満足」 に み る調査結果 （野村 ・1976）と

して示 され て い る状況 と一
致す る もの が み られ る

9〕．

　（2）「同居志向」 に つ い て

　老親 に 対す る 扶養 に は，金銭 の 給付 を 中 心 と した 経済

的扶養だけで なく，身の 回 りの 世話や病気 の 際 の 看護を

中心 とし た身体的介護， 及 び 孤独感や寂寥感をな ぐさめ

るた め の 精神的援助 が 含 ま れ る
10｝．同居 は 確 か に ，老親

扶養 に とっ て 効果的な方法である．しか し ， 湯沢 は ， 昭

和 30年代 ま で の 日本の 親の 大部分が 経済的な自活能力

を欠い て い た た め
， 老後 ， 子供家族 と同居 して扶養され

る ほ か 生 きる方法が なか っ たが，年金制度や退職金が充

実 し て きた た め ，お 金の た め の 同 居 で は な く， 心 の 触れ

合 い や さ み し さを救 うた め の 同居に 目的が 変 わ っ て きて

い る こ と ， つ ま り， 同居と扶養は 別間題で あ る と指摘 し

て い る
11）．総理 府 の 調査結果

12）
で も，「望 ま し い 家族形

態」と して ， 「親子 ， お年寄 りな ど大勢で暮らすの が望

ま しい 」 と思 っ て い る人が 60％ も い る と さ れ て い る

（1988） こ とと表裏関係に あ るか と考え られ る．また ，

野村な どは情緒的同居欲求 は ， 通常 ， 親の 側 に 多 い もの

で あ り，その 場合 ， 子夫婦 の 側 で は 同居 へ の 動機 づ け を

支え て い る の は 「家」制度的規範意識で ある と し ， 例えば ，

「親に孝養を っ くすぺ き で あ る」とか 「親の 面倒をみ る

の が あた りま え」 と か い う慣習的な規範意識か ら， 「親

と共 に 暮ら して 面倒 をみ て や りた い 」 とい う内発的欲求
へ と変化して い くと き，それ は慣習的結合か ら情緒的結

合 へ の 変化 と言え る な ど同居意識 の 質的な変容を示 し ，

「長男同居」意識 に つ い て も，か な り， 弱 ま っ て い る と

み て い る．今 回 の 調 査 で ， 「同居」 に 関わ る 考 え方状況

と して，具体的に は，  長男との 同居 に 関す る意識の 実

態 に つ い て ，  同居 か 別居 か とい う意識 の み で な く 「親

が 老年 に な っ て も別居の ま まで 過 ごすけれ ども， 親 の 生

活が望 ま し く行 わ れ る よ うな手だ て は こ う じ る」 とい う

い わ ぽ第三 の 考 え 方 を設け て 問 うて み た ．結果と して ，

  に つ い て は ， 全体 的 に は，「長男は…
」 と 「長男 で

あ っ て も…
」 の 回 答合計 と，「長男 ， 二 ， 三 男に 関わ ら

ず…
」 の 回答数を比較す る と， ほ 醸同 じ割合であっ た．

  の 場合 は，「同居志向」 に は 「最初 は 親 と別 居 し，親

が 老年 に な っ た ら同居す る 」とい う 「中途同居志向」が

17，8 ％ 含 まれ て い る．これ を 「同居志向」 に 入れ るか ，

「別居志向」 に 入れ るか に よ っ て 結果もま た 変わ っ て く

る ．もともと， 「中途同居」 と い う考え方 は ほ ぼ戦後の

もの で ，結婚を境に して 嫁が 全 く異質 で ある 夫 の 家族 と

交 わ る に 当た っ て ， 双方の 緊張感を和らげ る一つ の 方法

で あ る と思わ れ る ．そ こ で 最初別居 し なが ら徐々 に 互 い

に 交流を深 め ，親密 な 間 柄 に な っ て か ら最終的 に は 親 と

の 同居に 落ち着 くとい う形態で あ る，従 っ て
一

応，「同

居志向」 とし て と らえ続柄別 に 同居 ・別居志向をみ る と，

「長 男を 媒介 とす る 」層で は ，「同居 志向」が 60 ％，「別

居志向」 が 40，0 ％ と 3 ：2 の 割合 で 長男 の 「同居志向」

が 高く， ま た，「長男以外を媒介 とす る」層 で は，「同居

志向」が 42．9 ％ ， 「別居志向」 が 5ZI ％ と前者 と は 逆

に 「別居志向」が多 くな っ て い る．「別居志 向」 の 内容

と し て は 「親が 老年 に な っ て も別 居 の ま ま で 親 の 生活が

望 ま し く行わ れ る よ うな手 だ て を こ うじる ほ うが よい 」

とす る 人が ， 単 に 「結婚後 は 親 と別居す る ほ うが よい 」
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 同居別居観

　　　 圀 長男 圜 長男以 外 閣 モ の他 囲 N 。A 圜 計

　　　　　 図 6．続柄別 に み る同居別居観

a ： 結 婚 後 も， 長 男 は 親 と 同居 す る 方 が よ い ． b ： 長男，

二 男，三 男に 関わ らず ， 結婚後 は 親 と 同 居 す る方 が よ い ．

C ： 長 男 で あ っ て も， 最初 は 親 と 別 居 し，親 が 老 年 に

な っ た ら 同居 す る方 が よ い ．d ： 長 男，二 男，三 男 に 関

わ ら ず，息 子 の うち だ れ か
一人 は 親 と 同 居 す る方 が よ い ．

e ： 結婚す れ ば 親 と別 居 し， 親 が老 年 に な っ て も別 居 の

ま まで 親 の 生 活 が望 ま し く行 わ れ る よ 5 な 手 だ て を こ う

じ る 方 が よ い ． f ： そ の 他．
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　　　　 圀 X 　圜 Y 閣 Z　囿 モ の他 圜 N 。A

図 7．嫁姑関係の 位置づ けに 関す る考え方 （年代別）

X ： 日 本 の 家 族 を 支 え て い る 大事 な 基 本 的 人間関係 な の

で 嫁姑 と い う立 場 を残 して 大 切 に 維持 して い くぺ き で あ

る．Y ： い ろ い ろ と 問 題 が あ る と し て も 日 本 の 家族 と し

て は 必 要な 人 間 な の で 嫁 姑 と い う立 場 は 残 さ ざ る を 得 な

い と思 う．Z ： 昔 の 「家」 の 名残 と して の 人 間関 係 な の

で 嫁姑 と い う考 え方 は 一日 も早 く整 理 し て 結 婚 し た 息 子

の 妻 と い う関 係 に 立 っ た 考 え 方や 生 活 の あ り方 を 考 え て

い くべ きで あ る ．

とする人 よ り多 く， 特 に 厂長男以 外を 媒介 とす る」層に

こ の 傾向が強か っ た．な お ， こ の 同居 ・別居志向を現在

「同居」層 と 「別 居 」 層別 に み る と大差が み られ，「現在

同居」層 は 「今後も同居」志向に 傾 い て い る 状況 が み ら

れた （図 6）．

　（3）今後 に お け る 嫁姑関係 の 位置づ け と し て の 考 え 方

　今後 の 嫁姑関係を どの よ うに 位置づ け る か に つ い て の

考 え 方を，  嫁姑関係 の 維持 ・重視型 ： 日本 の 家族 を 支

え て い る大事な人間関係と して 大切 に ，   関係温存型 ：

い ろ い ろ 問題あ りと して も， 日本の家族として 残 さざる

を得な い ，  関 係改変型 ：
一

日 も早 く整理 して 結婚 した

息子の 妻 ， 母 とい う考え方 に 改 め るべ き， の 3 つ の 型 に

分け て ，厂維持 ・重視型」 と 「温存型」 は い ずれ も，今

後 に 向け て 嫁姑関係維持志向 と言 え る の で ．その 合計 と

「改変型」 と の 割合 を み る と，「嫁」層 で は，前者が

37．2 ％，後者が 62，3 ％ との 大 差 で後者 の 支持が あ り，

「姑」層で は，ほ ぼ同じ割合 で あ っ た ．こ の 結果 に つ い

て ， 今回数値的 に 有意差 は 認 め られ な か っ た が興味あ る

問題 として ， 今後 の 探求 と した い ．年代別 に 比較す る と，

い ずれ の 年代 に あ っ て も 「改変型」 志向が半数を越えて

い る （図 7）．特 に ，「嫁 で あ る 」層で あ る 20代 は ．ほ

ぼ 70 ％が 「改変型」を示 し て い る．「維持 ・重視型」は

年代 が高 くな る ほ ど，わ ず か なが ら割合 の 増大す る状況

を み せ て い る ．
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　（4）今後の 嫁姑の あ り方 に つ い て の 考え

　最後 に ， 今後 の 「嫁 と姑 の 人 間 関係 に つ い て ， あな た

の 考 え 方を お書 き下さい 」 とい う質問 に 対す る 回答 （自

由記述」 に つ い て の 解 析 を加 え る．回 答者 は 428人中

188人で ，質問紙調査 に お け る自由記述回答 と して か な

り高い 44 ％ とい う回答率 を 示 し，また ， その 記述に お

い て も記述枠 を は み 出すほ どの 状況 が あり， 回答者の 関

心 の 高さ が察知された．回答内容の 全体傾向 と して は 嫁

姑 関係その もの に つ い て の 記述 （144名 ・67．9 ％） と同

居別居に つ い て の 記述 （62名 ・24，8 ％） に 大別で きる．

つ ま り， 嫁姑関係と い う と ， 30 ％ 弱 の 人が．即 ち ， 同

居 か 別居 か とい う問 題 に 糸 ロ を見い だ そ うとす る 傾向が

見 られた．なか で もほ ん の 1
，
2 例 で は あ るが ，姑で 「何

も息子夫婦 と暮 らす必要 が な い の で 娘 と同居 し て も よ

い 」あ る い は ，「した い 」との 表現 を し て い る事例 は ，

前後の 記述 よ り， 息子夫婦 とは どち らか と言 えば別 居 を

希望 し て い る と読み取れ，一
応，「別居志向」 に，ま た ，

嫁の 「話 の 通 じ る 姑 な ら同居して もよ い 」 や 「長男 の 嫁

だ か ら同居せ ざ るを得 ない 」 な どの 表現などは ， 条件 つ

きで ， しか も消極 的 で は あ る が ，

一応 「同居志向」 に 入

れ て 統計上 の 処理を した．次に ， 嫁姑関係 （67．9 ％）と

し て 記述回答者 に つ い て 分析す る と以下 の 通 りで ある．

まず ， 回答の 内容を大まか に 整理す る と，A ：意志の 疎

通 重 視型，B ：協力
・援助重 視 型 ，　 C ：立 場 尊 重型 ，

（718）
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表 3．カ テ ゴ リ
ー

別具体例

A 　意 志 の 疎 通 重視 型

　 ・お 互 い の 意 見 を 言 い 合 い 開 き 合 え ば こ じれ る こ

　 　 と な く

　 。譲 り合い の 心，お 互 い に

　 ・
お 互 い に 信頼 しあ い

， 会話 を 多 く持 っ て 明 る く

　　生 活で きれ ば

　 ・お 互 い 暖 か い 心 を 出 し 合 り て ， 円 み の あ る 生 き

　 　 方 を

　 ・お 互 い 愛情 を 持 っ て 接 す る よ う努力 し た い

B 　芻力 ・援助重視型

　 ・お 互 い 協 力 ， 理 解

　
・
家族 と して お 互 い 助 け 合 っ て い きた い

　 ・手助 け が 必 要な と き助 け 合 え る よ うな 関係

　 ・仲 良 く助 け 合 い 楽 しい 家 族関係 を

　
・
手助 け を必 要 とす れ ば で き る だ け 助 け 合 い 感謝

　　 し合 う心 で

C 　 立 場尊 重 型

　・一人 の 女 と 女 と い う立 場 で 接 す る よ うに

　 ・良 き人 生の 先輩 で あ る

　
・
嫁 と い う よ り夫 の 妻 と 考 え た い

　 ・
友情 に 似た 尊敬の 念 を 互 い に

　
・互 い に 相 手 の 立 場 に 立 っ て 考 え 行 動 し， 独断の

　　判断 を しな い

D 　プ ラ イ バ シ ー
尊重 型

　 ・干 渉 し な い ．個 人 の 自 由 を 守 りた い

　 ・お 互 い 干渉 し な い ．自分 の した い こ と を 見つ け

　 　 て

　 ・
姑 が 生きて い る 間 ， 気 の 休 ま る 時 は な く自分の

　　時 間 が な か な か 持 て な い

　 ・二 世 帯住宅 で つ か ず離 れず

　 ・一定 の 距離 をお い て お 互 い 自立 し た 生活 を

D ： ブ ラ イパ シ
ー
尊重型 ， E ：気持 ちの 切 り替え重視型 ，

F ：あき らめ 型，とい う6 っ の カ テ ゴ リーに 整理 され た．

回答 の 具体例 の
一

部 に つ い て カ テ ゴ リー
別 に表 3 に示 し

た ，全 体 と し て ，「E ：気持ち の 切 り替え重 視型」 が 約

40％ と最 も多 く， 次 い で 「C ：立 場尊重型」が約 20％強，

そ し て，「A ：意志 の 疎通重視型」が 14％ である，「E ：

気持 ち の 切 り替 え 重視型」 の 内訳 は，「他人と割 り切 っ

て 」，「無理をしない
， 肩 の 凝 らない 関係」，「余 りこ だわ

らない ，意識し ない で 」などと，ク
ー

ル な方向よ りは む

し ろ 「母 ・娘 の よ うに 」，「友達 の よ うに 嫁と仲良 く」な

ど ， 従来か ら言わ れ て い る情緒的な 色彩の 濃い 域をで て

い な い ．特に ， 70 代の 「姑で あ る 」層は，「嫁 と仲良 く

し た い 」，「嫁 に は老後をみて もらうの で ， な る ぺ く円満

に い くよ うに 」などが 夏00％占め ， 残 り少な い 人生を平

穏無事に 送 りた い とい う立 場 の 転換期 と い え る 50代を

軸 に し て ， 「以下」 と 「以上 」 の 2 つ の 世代に分 け て 比

較す る と （図 8），前者 で は，割合 の 高 い 顧 に 「気持 ち

の 切り替え重視型」（32．4％）， 「立 場尊重型」（23．0％），

「意志 の 疎通重視型」（18．9 ％）とな り，後者は 「気持 ち

の 切 り替え 重視型」（45．　9　％ ），「立場尊重 型」（20．3％）t

「あきら め型」（16．2％）を挙げ て い る．

　 つ ま り，両者 と もに 「立 場尊重型」 と 「気持 ち の 切 り

替え重視型」 の 比重が 高い が ， 現在 ， 嫁 か 姑 か の 立場を

加えて 考察す る と （図 9），「嫁 で ある」層は ， 経験 の 薄

い 部分 を姑との 「意志 の 疎通 を は か る」 こ とで方策を 見

つ け よ うと し，「姑 で あ る」層 は，「あきらめ 」 か ら出発

し よ う とい う傾向が 窺え る．同居 ・別居志向の い か ん に

関 わ らず，嫁姑双 方の 自由記述 に み られ る表現方法 と し

E 　 気 持 の 切 替 え重 視 型

　 ・気持 ち を 切 り替 えれ ば 良 い 方 向 に

　 ・実 の 親 子 と い うわ け に は い か な い ．他人 同 志 と

　 　割 り切 っ て 付 き合 っ て

　 ・嫁姑 と い う言 葉は 好 き で は な い

　 ・自分 の 母 親 と 思 い 生 活 し た 方 が

　 ・肩 の こ ら な い 関 係

F　 あ きら め 型

　 ・大変難 しい
， 親 子 み た い な わ け に は い か な い

　・義 理 が あ っ て 人間 社 会 ， 言葉 に 言 い 表 わ す こ と

　 　の で き な い 関 係

　・
嫁姑 の 関係 は こ れ か ら も続 く

　 ・難 し い ， も っ と 気楽 に もの が 言 え た ら

　・生 きた 時代が 違 う，考 え方 が 違 う し合 わ な い 点
　　が 多い

％
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　年代

　　　　 圀 A 圜 B 図 C 國 D 圜 E 国 F

図 8．今後 の 嫁姑 の あ り方に 関す る考 え 方 （年代 別 ）

A ： 意志 の 疎 通 重視型 ， B ： 協力 ・援助重視型，　 C ： 立

場 尊重 型 ，D ： プ ラ イ バ シ ー
尊重 型 ，

　 E ： 気 持 ち の 切 り

替 え 重視型 ， F ： あきら め 型．
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カテ ゴリ ー

図 9．今後の 嫁姑の あ り方に 関する考え方（認知立場別）

A ： 意 志 の 疎 通 重 視 型 ， B ： 協 力 ・援 助 重 視型，　 C ： 立

場尊重型，D ： プ ラ イ バ シ
ー

尊重 型 ，
　 E ： 気持 ち の 切 り

替 え 重 視 型 ， F ： あ き ら め 型．

て ， 「自立」，「尊重」，「努力」， 「理解」， 「個人」，「自由」，

「援助」 な どの 言葉が数多 く認 め られ た が ，
こ れ らがわ

れ わ れが 求め て い る ， 今後の 女性の 生き方を探求す る 上

で の 嫁姑関係の 本質的課題 の 解決 に む けて 重要なボ イ ソ

トに な るか ど うか に つ い て は，更 に 検討 の 余 地 が あ る．

　4． 結験と 考察

　以上の 分析結果か ら得 られた 知見を ま とめ る と ， 次の

よ うに な る．

　  対象者 の 約 82％ が，現在，嫁 か 姑か の 立 場 に あ る

こ とを 自分 で 認め て お り ， 日常生活の中で嫁姑を 「意識

し て い る 」状況 は ， 現実問題と して か な りの 割合 で あ る

こ とが認め られ る．「嫁 で あ る」層が 「姑である」層よ

り強 く意識 し て お り， それ は ， 「い や だ」とい う感情 に

結び つ く傾向が 強く，「姑 で あ る」層 で は ， 厂よか っ た 」

とい うそれ と結 び つ く傾向が強い ．ま た，年齢が高くな

るほ ど 「意識す る」度合 い が薄れ る とい う結果に つ い て

は，自由記述に よ る 嫁姑関係 の あ り方 に つ い て の 表現 を

加 え て考え る と，「嫁 で あ る」層は ， 経験の 薄 い 部分を

姑と の 「意志 の 疎通 を は か る」 こ と で方策を 見 つ け よ う

とし，「姑 で あ る」層 は，「あきらめ 」 か ら出発し よ うと

す る方向が窺える．また，嫁姑関係 で 満足 ， 不満足 の 要

因 に つ い て は ，「嫁 で あ る」層の 不満足 は情緒的要因 に

集中 し満足 は手段的要因の 割合が 高 い ．そ して ， 「姑で

あ る」 層の 不 満足 は 手段的要因に 高 く， 満足 は 情緒的要

因に集中する傾向が み られ る．

　  親 との 同居志向も，長男 との 同居志向 もともに 半数

程度であるが ， 特に ，長男の 同居志向は 長男以外 の そ れ

よ り強い こ とがわ か っ た．また，「中途同居」志 向が 約

18

20 ％ 程度 い る こ と も見逃せ な い ．同 じ別居志向の なか

で も 「親が老年に な っ て も別居 の ま ま で 親 の 生活が望ま

し く行わ れ る手だ て を こ うじた ほ うが よい 」 とする ， い

わゆ る ， 手だ て を 子供か ら の 距離を置い た 生活 の あ り方

を強調す る方向で 望 ん で い る層 が ， 特に 「長男以外を媒

介とする」層に 多 くみ られ る．また ， 現在 「同居」層は，

今後の 方向と して 「同居志向」に ，ある い は 「別居」層

は 「別居志向」 に 60％ 前後傾く状況に あ る．

　  今後 の 嫁姑の 位置づけに つ い て の 考え方とし て 「嫁

で ある」層の 70％が ， 「改変型」 に 賛成 し て い るの に 対

し て ，「姑 で あ る」層で は ， 「維持 ・重 視 型」 と 「温存

型」 を 合わ せ た もの と，「改変型 」 との 割合 が ほ ぼ 同 じ

で ある．年代的 に み ると，

一
応 どの 年代に お い て も 「改

変型」 が半数 を越え て い る．

　  自由記述回答に み られ る状況 と し て，嫁姑関係 と言

え ば，同居 か 別 居か とい う考えが すぐ思 い 浮か ぶ人が約

30％ 弱お り， 今日まで の嫁姑関係 と し て の 延長線 上 に

あ る問題 と し て 無視で きな い と同時に ，70％ の 回答者が

嫁姑関係に つ い て ，直接嫁姑の あ るぺ き （理 想 とす る）

関係を ， ある い は ， 自己の 現状を忌憚な く述ぺ て い る と

い う実態の あ る こ とに注 目 の 必 要があ る．そ の 回答内容

を A か らF の 6 つ の カ テ ゴ リーに 整理 して み る と ， 最多

回答 で ある 「気持 ちの 切 り替え重視型」で は ， ク ール な

方向とい うよ りは む し ろ ， 情緒的色彩 の 濃い 伝統的 な 状

況域を出て い ない もの が多 い ．

　以上 の 調査知見 か ら 2 つ の 考察を 試 み，更 に ， 今後残

さ れた課題に つ い て 指摘する．第
一に ， 親 との 居住形態

お よび居住様式 と嫁姑関係 に つ い て で あるが，同居 の 場

合 ， 別居 の 場合 よ り確か に 「接触す る」頻度 は ， 居住 形

態 に よる 物理的距離 の 近さ に よ っ て感ず る
一

種 の ブ レ
ッ

シ ャ
ーの よ うなもの を意識す る 度合 い が 強 ま る と思わ れ

る．しか し ， 別居す る こ とが ， 嫁姑関係に つ い て根本的

解決に な らな い こ とは ， 「意識す る」 と答 え た 人が 同居

層 （67，8％）に 比べ 別居層 （46．6 ％）の 方が少ない が
，

別居 に もか か わ らず 4 割以上 もの 人が 何 らか の 形 で 「い

や だ」 とい う感情 と強 く結 び つ い て い る とこ ろ の 「意識

する」 と答えた こ とで 明らか で あ る．緒言 で述べ た よ う

に 嫁姑関係は別居な い しは 生活 の 分離が 親子間 の 葛藤を

防ぐ効果的方法 で ある とい う考え方は，従来 か ら言 わ れ

て い る，しか し今，筆者が 間題に して い る の は それだけ

で は な く， 最終の 回答に は ならない の で は とい う点 で あ

る．

　つ ま り，「人間関係で ある以上 ， それ か ら逃げたとこ

ろか らは決し て幸せ は 生まれない 」 とい うの が ， 筆者の

（720 ）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan society of Home Economics

NII-Electronic Library Service

Japan 　sooiety 　of 　Home 　Eoonomios

嫁姑 関係位置 認 知 に つ い て 両 者 の 差 異

持論 で ある．現実問題 として，嫁姑関係が親との 同居 ・

別居を決定す る最大 の 要因 とな る と い うよ り，同居 ・別

居の 要因は他に も考えられ る．例えば ， 老親 の 介護 に つ

い て 取り上げて も，「今後更 に 高齢化現 象 が 進む な か で

中高年女性 の 雇用化と地域社会の 市民参加が著し く進展

す る もの と思 わ れ，出生率 の低 下 と共 に 家庭に お け る老

親 の 介護 を 同居 の 嫁や娘 に 期待す る こ とは困難に な っ て

くる」 とい う那須 （1982）4）
の 意見があ るが ， 「中高年女性

の 雇用化 と地域社会 の 市民参加が著し く進展す る」 とい

う点に つ い て は疑問の 余地がある。ま た ， 嫁 の 方が 老人

に 対 して距離を 置い て 接 し られ る の で ， よ り的確な判断

が下せ る とい う専門家 の 意見 もあ り13），世 論 も，老後 は

嫁 に 介護 して ほ しい とい う意見 が 最 も多 い こ とに つ い て

は ， 先 に も述べ た通 りで あ る．こ の こ とは，一
つ の 重要

な同居要因 と し て 挙げ られ る．ま た ，老親の 扶養あるい

は 介護とい うこ とは 別 に して も親子同居 を 決定す る 条件

と して ，例 え ば，「敷 地 の 広 さ」 や 「居住 地 区」 や 「子

供 との 関係」
14，15》，あるい は ま た ， 別居子の 持家率

le》
と

も関連 して くる．今後の 我国 の 住宅事情 が老 親 子 の 同

居 ・別居 に 大 い に 影響 して く る と 思 わ れ る．しか し，

「生活の 分離」 に っ い て は 都市 とは 異 な り ， 農村 で は い

わ ゆ る 修正直系家族 で も 「共 に 食 ぺ る こ と」 が 完全 な 別

居に対す る一つ の 抵抗線を な し て い る と い う こ と もあ

る 17）ls）．都市と農村との 差 もさ る こ とな が ら， 日本 の 場

合 ， こ の よ うな完全 に 同居 で は な く， あ る い は 別居 で も

ない ，中間的居住様式が こ の 先増加す るな らば，嫁姑関

係 に ど の よ うな影 響 を もた らす の で あろ うか ．また ，58

年度 の 「国民生活白書」 で ， 三 世代同居世帯 と核家族世

帯 とを比較 し た場合，前者で は家計 の 勤 め 先収入全体 に

占め る 妻の 収入割合が後者 の 家計 よ り も傾向的に 高く，

こ れ は，後者で家事そ の 他の 制約が大 きい の に対し て，

前者で は 家事 ・育児 の 分担 の 可能性 の 高い こ とな ど相対

的に 主婦が家庭外に 進出 しや す い た め で は な い か とされ

る
19）．こ れ に つ い て は ， 今回 の 調査結果か らも推測 され

る と こ ろ ， 嫁 の 満足 が 手段的要因 と結 び つ い て い る こ と

と関係が深 い と考え る の で あ るが ， 今後 ， 女性 の 社会進

出が 著 し くな る で あ ろ うこ とが 予測 され る将来，嫁姑で

役割分担が可能とな る理由か らむ しろ，嫁側か ら同居を

志向す る とい う
一

つ の 手段的な意味 の 同居 も可能性 と し

て は あ る ，し か し ， 以前 と異な り ， 将来姑 が 職業 を持 ち ，

退職し て もな お何らか の 社会的な仕事の一端を担 っ て い

る とい う可能性も出 て くる と思わ れ る．更に ，質的な課

題解決 は 持ち越 される こ とに な る．第二 に ， 人間関係 と

して の 嫁姑に つ い て で あ るが ， 日常感覚として 嫁 と姑が

「接触す る」可能性 の 高 さ が 意識の 度合 い を決定 し ， し

か も，そ の 内容 が 「嫁 で あ る 」層 は 「い や だ 」 とい う意

識に
， 「姑で ある」層は 「よか っ た 」 とい う そ れ に結び

つ く傾向が 強 い とい う 状 況 に つ い て ，前出 の 佐 野論文

（1989）で ， 全体的に 姑 よ り嫁の ほ う が ギ † ッ
プ を大 き

く感 じて い る とい う知見と相通 じ る もの が あ る2ω，また ，

最近 の 傾向 と して ， 嫁 の 姑 に 対す る 優位性の 問題があ る．

今回 の 結果 で も年をとる に つ れ て 嫁 に 同化して い こ う と

す る姿勢が強くな る とい う状況がみ られ た こ と もそ の
一

つ と言え よ う．今後の嫁姑関係に つ い て ， そ の 志向する

とこ ろ ， 年代 に よ る差 も大きい こ とが わ か る が，そ の 差

が常 に どの 時代に で も，年齢 ご と に 同 じ よ うな パ タ
ーン

と して 現れ て くるもの か ， それ とも， 現在 の ，例えぽ 20

代 の 嫁が 50 代，60代，70代 とな っ た 時 に は，現在 の そ

れ らの 年代 とは異 なる意識を持つ よ うに なる の か に つ い

て の 回答は ， 今回 の 研究 で は 得られ て い な い ．嫁姑 の 質

的内容 とい う課題 は ， 今後興味深い 課題とし て 残 され た

こ とに な る．例え ば何らか の 新しい方向を見い だ そ うと

す る姿勢 も自由記述 の 言語表現の な か に 散見 され た．し

か し ， それ が 単 に 意識 の なか だけ の 理想形 として，あ る

い は 言語表現上 の 問題 の み に 終わ る の か どうか の 見極 め

に つ い て は ， 今後 な お 探求 を 必要 とす る し，少 な くと も

現実実践と して の 変容に向か っ て煮詰め て い く必要 が あ

ろ う．

　終 わ りに ，本研究を進め るに あた りご協力 ご指導を下

さ い ま した 福岡教育大学名誉教授平田 昌先生 に 感謝申 し

上 げます．

　な お ， 本研究 は ，日本家政学会九州 支部第 37 回大会

（第
一

報）， 日本家政学会 43 回 大会 （第二 報），お よ び 日

本家政学会九州支部第 38 回大会 （第 三報）に 於 い て 発

表した．
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