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研究成果の概要（和文）：本研究では、日本人男性と結婚し、日本で暮らす外国人妻の、結婚や母国に対する認
識について、ライフイベントとの関連を中心に調査を重ねてきた。調査協力者は、日本に中長期滞在する東アジ
ア出身の女性2名で、それぞれ専業主婦と仕事をもつ母親である。
調査の結果、いずれの調査協力者も、国や文化差を意識せずに生活していると答えた。ただし、周囲との人間関
係に自分の「居場所」を見い出せない時や、出産による休職と退職に伴う自己喪失感がある時などには、否定的
な感情を伴って、母国と日本との差異を強く意識していた。また、子育て環境の違いは、ライフイベントの有無
や環境の変化に関わらず、感じていた。

研究成果の概要（英文）：In　this study, I researched their cognitions of marriages and their home 
country focusing on the relation with their life events. The investigation cooperators are 2 females
 from East Asia who stay mid and long term in Japan, one is a full-time housewife and the other is a
 mother with work.
As a result of the investigation, both investigation cooperators replied that they are living 
matching Japan without being conscious of a country and the cultural difference between their 
husbands and entourage.But, they were conscious of the difference between the mother country and 
Japan as well as negative feeling hard when when the good human relations can't be built in Japanese
 society and time with a missing self sense with layoff by childbearing and retirement.The 
difference in the child rearing environment was found in spite of a change in the environment.

研究分野： 国際結婚

キーワード： 国際結婚

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１ ． 研 究 開 始 当 初 の 背 景  
日本人男性と結婚して日本に生活拠
点をもち、中長期に亘って日本で暮ら
す外国人妻には、アジア出身者が多い。
彼女たちの中には、日本語に問題を抱
えている者もいる一方で、言葉を含め、
日本の生活に慣れ親しみ日本人と変
わりなく生活しているように見える
者もいる。従来の研究においては、主
に前者の外国人妻の問題に焦点が置
かれてきた感があるが、日本に適応し
ているかに見える後者の場合はその
実態はどうなのだろうか。  
外国人妻に限らず、日本に定住するア
ジア出身の外国人には、周囲から日本
語によるコミュニケーション力が求
められる。コミュニケーションには、
言語力に加え、適切な対人行動をとる
スキルも必要である。外国人にとって
日本社会で自明のこととして暗黙の
うちに人々の間で共有されている価
値観や習慣に則った行動を理解し、自
らも実践するのは、困難な場合がある。
また、日本語や日本的な価値観・習慣
といったものが、家庭の中でも求めら
れ、我が子への母語や母文化継承を願
う母親にジレンマを強いていること
も指摘されている。また、初めて経験
する日本の学校文化において、子ども
の学校行事の準備や集まりへの戸惑
いも聞かれる。子どもの順応性に母親
が対応しきれず、「日本のことが分か
らない外国人」として、母子間に微妙
な信頼関係の揺らぎを生むことにつ
ながりかねない。  
このように、日本語もでき、周囲の日
本人との間で友好的な人間関係を築
き、日本社会に順応しているようにみ
える外国人妻に対し、周囲は日本人と
変わりなく接していることが多い。し
かしそこには、彼女たちの母語や母文
化を意識的、あるいは無意識に隠した
り、押し殺していたりして、日本人へ
の「同化」を余儀なくされていること
はないだろうか。  
そのような疑問に立ち、本研究では、
外国人妻の心情を探るべく、数回に亘
って聞き取り調査を行った。  
 
 
２．研究の目的  
本 研 究 は 、 日 本 人 と 結 婚 し 日 本 に
居 住 す る 外 国 出 身 の 女 性 （ 以 下 、
外 国 人 妻 ） の 、 個 人 （ 自 己 ） 並 び
に 出 身 国 ・ 文 化 に 対 す る ア イ デ ン
テ ィ テ ィ に つ い て 、 彼 女 た ち の ラ
イ フ ス テ ー ジ に 合 わ せ 縦 断 的 に そ
の 変 遷 を 追 っ て い く 中 の 一 端 に 位
置 づ け ら れ る 。 縦 断 調 査 を 通 じ て

、 外 国 人 妻 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の
変 化 及 び 、 そ れ に 関 与 す る と 思 わ
れ る 環 境 を 明 ら か に し 、 彼 女 た ち
の 家 庭 や 社 会 へ の 関 わ り 方 や 、 所
謂 「 国 際 児 童 ・ 生 徒 」 と 呼 ば れ る
子 ど も た ち へ の 教 育 的 戦 略 ・ 態 度
に 与 え る 影 響 の 個 別 性 と 多 様 性 に
つ い て 考 察 す る こ と を 研 究 目 的 と
す る 。  
 本 研 究 の 調 査 ・ 分 析 対 象 者 で あ
る 2名 の 東 ア ジ ア 出 身 の 外 国 人 妻
に 対 し て は 、 長 期 に 亘 る 調 査 協 力
へ の 理 解 と 承 諾 を 得 て お り 、 平 成
22年 8月 に パ イ ロ ッ ト 調 査 を 実 施
済 み で あ る 。 本 研 究 で は 、 平 成 22
年 10月 時 点 で そ れ ぞ れ 「 就 学 児 童
と 未 就 学 児 童 の い る ラ イ フ ス テ ー
ジ 」（ 外 国 人 妻 A）と 、「 妊 娠・就
業 し て い る ラ イ フ ス テ ー ジ 」 （ 外
国 人 妻 B）に あ る 2名 に 対 し 、3年 間
の 生 活 環 境 や 対 人 関 係 、 自 己 及 び
出 身 国 ・ 文 化 に 対 す る 心 的 構 造 を
調 査 士 、 ア イ デ ン テ ィ テ ィ と 環 境
の 適 合 性 を 明 ら か に す る こ と を 目
的 と す る 。 従 来 あ ま り 注 目 さ れ て
こ な か っ た 個 人 と 環 境 と の 適 合 性
に 注 目 し 、 個 人 と 環 境 の 関 係 か ら
生 じ る 心 的 構 造 を 、 各 々 の ラ イ フ
ス テ ー ジ に 応 じ 縦 断 的 に 追 跡 し て
い く こ と で 、 環 境 と ア イ デ ン テ ィ
テ ィ と の 関 連 を 一 貫 性 を も っ て 見
て い く こ と が 期 待 で き る 。  
 
 
３ ． 研 究 の 方 法  
調 査 協 力 者 は 、 日 本 に 中 長 期 滞 在
す る 東 ア ジ ア 出 身 の 女 性 2 名 で 、
そ れ ぞ れ 専 業 主 婦 と 仕 事 を も つ 母
親 で あ る 。 調 査 方 法 は 、 子 ど も の
成 長 段 階 や ラ イ フ イ ベ ン ト 時 に 応
じ て 、 聞 き 取 り 調 査 を 行 っ た 。 本
研 究 で い う と こ ろ の 「 ラ イ フ イ ベ
ン ト 」 と は 、 調 査 協 力 者 が 、 既 に
結 婚 、 出 産 を 経 験 し て い る こ と か
ら 、 そ の 後 の 産 休 ・ 育 休 や 、 子 ど
も の 進 級 ・ 進 学 と い っ た 成 長 段 階
を 指 す 。 聞 き 取 り 調 査 で は 、 研 究
者 が 趙 さ 協 力 者 宅 ま で 出 向 き 、 一
対 一 で 行 っ た 。 ま た 、 調 査 協 力 者
の 許 可 を 得 て 、 イ ン タ ビ ュ ー 内 容
は 録 音 し 、 そ れ を 文 字 起 こ し し た
も の を 分 析 対 象 と し た 。 調 査 協 力
者 の 個 人 情 報 管 理 に は 十 分 気 を つ
け る と と も に 、 調 査 で 知 り 得 た 情
報 を 研 究 以 外 の 目 的 で 公 を し な い
こ と 、 及 び 、 論 文 等 で 公 表 す る 際



は 、 個 人 名 や 居 住 地 な ど が 特 定 さ
れ な い よ う 配 慮 す る こ と を 調 査 の
前 に 、 研 究 者 と 調 査 協 力 者 の 間 で
確 認 し た 。  
 
 
４ ． 研 究 成 果  
調 査 協 力 者 2 名 と も 、 家 庭 内 外 に
お い て 日 本 人 と 接 す る 機 会 が 多 く 、
日 本 人 ば か り の 環 境 に あ っ て 、 自
分 は 日 本 社 会 に 「 馴 染 ん で い る 」
「 溶 け 込 ん で い る 」 と い っ た 感 を
も っ て い た 。周 囲 の 日 本 人 か ら も 、
外 国 人 ゆ え の 差 別 を 受 け る こ と も
少 な く 、 好 意 的 に 受 け 入 れ ら れ て
い る と 認 識 し て い た 。  
た だ し 、 日 本 社 会 に お い て 、 親 し
い 人 間 関 係 を 築 け な か っ た り 、 活
躍 す る 場 を も て ず に い る な ど 、 所
謂 自 分 の 「 居 場 所 」 が 見 い 出 せ な
い 時 や 、 育 休 に よ る 休 職 と そ の 後
の 退 職 に 伴 う 自 己 喪 失 感 が あ る 時  
に は 、 否 定 的 な 感 情 と と も に 母 国
の 習 慣 や 価 値 観 と の 違 い を 強 く 意
識 し て い た 。 ま た 、 子 育 て の 違 い
を 、 母 親 同 士 の 間 で 感 じ る 時 に は
孤 立 感 を 募 ら せ た り 、 義 母 ・ 夫 と
の 間 に 感 じ る 時 に は 、 異 文 化 で 母
国 の や り 方 を 貫 こ う と す る 決 意 を
示 す 姿 勢 も 見 ら れ た 。  
そ し て 、 一 人 の 調 査 協 力 者 に つ い
て は 、 自 動 車 の 免 許 を 取 得 し 、 行
動 範 囲 が 広 が っ た こ と が 人 間 関 係
を も 広 げ 、 自 分 の 活 躍 の 場 を 見 出
す こ と に つ な が っ た 。 母 文 化 と 日
本 文 化 の 区 別 や 意 識 を も つ こ と が
ほ と ん ど な く な り 、 差 異 を 国 や 文
化 で は な く 個 人 に 起 因 す る と 捉 え
る よ う に 変 化 し た 。 地 域 在 住 者 に
と っ て 、 車 は 欠 か せ な い 移 動 手 段
で あ り 、 外 国 人 に と っ て も で き る
だ け 早 い 段 階 で 取 得 す る こ と が 生
活 範 囲 を 広 げ て 豊 か な も の に す る
こ と が 明 ら か に な っ た 。  
ま た 、 仕 事 を も つ 協 力 者 に つ い て
は 、 出 産 後 し ば ら く は 義 母 や 夫 の
意 見 に 従 い 、 子 育 て に 専 念 し た 時
期 に お い て は 、 社 会 か ら の 孤 立 感
と 焦 燥 感 を 抱 い た と い う 。そ し て 、
家 庭 と 仕 事 の 両 立 が 当 然 の 母 国 の
女 性 像 を 追 い 求 め 、 義 母 や 夫 と 対
立 し て も 、 仕 事 を 続 け る こ と を 選
択 し た 。 周 囲 か ら の 実 際 的 ・ 精 神
的 な 協 力 が 得 ら れ な い 状 況 に あ っ
て 、「 国 際 結 婚 の 犠 牲 」だ と「 覚 悟 」
し 、 仕 事 を し な が ら 家 事 ・ 育 児 を
ほ ぼ 一 手 に 引 き 受 け て い る 。  
こ の 点 は 、 決 し て 外 国 人 妻 に 特 化
し た 問 題 で は な く 、 日 本 社 会 の 抱
え る ジ ェ ン ダ ー 問 題 と し て と ら え

る 必 要 が あ る だ ろ う が 、「 自 分 は 日
本 人 女 性 と は 違 う 」 と い う 強 い 意
識 の 下 で 、 家 庭 と 仕 事 の 両 立 に 奮
闘 す る 外 国 人 妻 の 姿 が 浮 き 彫 り と
な っ た 。  
い ず れ の 調 査 協 力 者 に お い て も 、
こ れ か ら も 日 本 で 生 き て い く こ と
や 日 本 人 と 付 き 合 っ て い く こ と を
肯 定 的 に 受 容 し つ つ も 、 母 国 に 対
す る 意 識 に つ い て 、 そ の 時 の 環 境
に よ っ て 変 化 が 見 ら れ る と と も に 、
二 人 の 間 で も 違 い が 見 ら れ た 。  
 
 ま た 、 2010 年 と 2012 年 の Ａ の
文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ に つ い て 、
PＡ C 分 析 の 結 果 及 び フ ォ ロ ー ア
ッ プ イ ン タ ビ ュ ー の 内 容 を 整 理 し 、
そ の 変 化 と 共 通 点 を 探 っ た 。  
 ま ず 、全 体 的 な 変 化 と し て 、2010
年 と 比 べ 2012 年 の 方 が 否 定 的 な
評 価 が 少 な く な っ た こ と が 挙 げ ら
れ る 。2010 年 に は ９ つ の 項 目 の う
ち ２ つ を 除 い て す べ て マ イ ナ ス と
し て お り 、 プ ラ ス の ２ つ に つ い て
も 母 国 の 文 化 を 肯 定 す る も の で あ
っ て 、 翻 せ ば 日 本 の 文 化 に 対 し て
否 定 的 と 捉 え ら れ る 解 釈 で あ っ た 。
ま た 、 文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ に
つ い て 両 年 と も 二 つ の グ ル ー プ に
分 類 さ れ て い る が 、2010 年 に つ い
て は「 確 か に 、中 国 人 な ん だ け ど 、
日 本 で ず っ と 生 活 し て い く と 、 自
分 が 果 た し て 本 当 は ね 、 中 国 人 で
い い の か な ぁ 、 悩 ん で い る 時 も あ
り ま す ね 」 と あ り 、 日 本 人 の 先 祖
代 々 の お 墓 に 中 国 人 の 自 分 が 入 る
こ と に「 疑 問 を 持 っ た 時 も あ っ た 」
と 、 国 籍 変 更 も 念 頭 に あ っ た こ と
を 振 り 返 り 、 こ の ま ま 中 国 人 と し
て 日 本 人 の 家 庭 、 日 本 の 社 会 に 受
容 さ れ る か ど う か 不 安 を 抱 え て い
た こ と が 読 み 取 れ る 。  
そ れ が 2012 年 に つ い て は 、「 今 回
（ 2012 年 ）な ぜ か す ご く さ っ ぱ り
二 つ 、こ う い う ふ う に 分 け ら れ て 、
な ん だ ろ う と 思 っ て る ん で す ね 」
「 今 の 状 況 、 今 の 自 分 が 、 だ ん だ
ん は っ き り し て き た の か な ぁ と 思
っ て ま す 」「 よ く な っ た の か な ぁ 、
自 分 が 」 と 述 べ て い る よ う に 、 日
本 社 会 に お い て 中 国 人 の 自 分 に つ
い て Ａ の 気 持 ち が 整 理 さ れ つ つ あ
り 、 日 本 人 の お 墓 に 中 国 人 の 自 分
の ま ま 入 る こ と も 「 気 に し な く て
も い い 」「 ど こ の 国 と か も あ ん ま り
関 係 な い 」 と 、 中 国 人 と し て の 自
分 を 肯 定 的 に 受 け 止 め ら れ る よ う
に 変 化 し て い た 。 街 中 で 自 然 と 耳
に 入 っ て く る 母 国 語 の 会 話 が 分 か
る 心 地 よ さ も 、2010 年 に は 感 じ ら



れ な か っ た 意 識 で あ る 。  
こ の 心 境 の 変 化 に 最 も 大 き く 起 因
す る と 考 え ら れ る の が 、 交 友 関 係
の 広 が り で あ る 。2010 年 に は 働 き
に 出 る 自 信 が も て ず 、 中 国 語 を 教
え る こ と で 社 会 と つ な が り を も ち
た い と い う 思 い を 秘 め て い た 状 態
か ら 、2012 年 に は 自 動 車 免 許 取 得
を 契 機 に 、 卓 球 教 室 に 通 い 始 め 、
そ れ が 縁 で 中 国 語 を 教 え 始 め る と
い う 大 き な 環 境 の 変 化 が 生 じ た 。
さ ら に 、 子 ど も の 学 校 の ク ラ ス 役
員 に な り 、 そ の 活 動 の 中 で こ れ ま
で の 家 事 ・ 育 児 で は 得 ら れ な か っ
た 社 会 勉 強 が で き た 喜 び を 味 わ っ
て い る 。 こ う し た 友 人 ・ 知 人 と の
関 係 や 趣 味 等 を 生 活 の 一 部 と し て
重 視 す る 意 識 は 、 子 育 て 期 の 母 親
の 生 活 意 識 の 特 徴 で あ る と い え
（ 矢 澤 ら  2000）、 周 囲 の 日 本 人 と
の 好 意 的 な つ な が り が 、 日 本 社 会
に 生 き る Ａ を 肯 定 す る 意 識 と し て
働 い た と 考 え ら れ る 。  
こ こ で 興 味 深 い の は 、 中 国 人 と し
て の 自 己 肯 定 意 識 に 大 き く 関 与 し
た と 思 わ れ る 経 験 や 人 間 関 係 の う
ち 、「 役 員 の 仕 事 」は 文 化 的 ア イ デ
ン テ ィ テ ィ を 意 識 す る 項 目 と し て
挙 が っ て い る も の の 、 卓 球 教 室 や
中 国 語 レ ッ ス ン の 時 に は 中 国 人 で
あ る 自 分 を 意 識 し て い な い こ と で
あ る 。 共 に 卓 球 を 楽 し ん だ り 、 中
国 語 の 勉 強 を 通 じ て 中 国 文 化 や 会
社 事 情 な ど を 共 に 話 し 合 う と い っ
た 、 仲 間 や 友 人 、 同 じ 地 域 の 住 人
と し て 、 あ る 種 同 じ ス テ ー ジ 上 に
立 っ た 友 好 関 係 に お い て は 、 Ａ の
表 層 心 理 に 文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ
ィ は 現 れ て こ な い の で あ る 。 そ れ
に 対 し て「 役 員 の 仕 事 」の 場 合 は 、
ほ か の 母 親 の 協 調 性 や チ ー ム ワ ー
ク を 目 の 当 た り に し て 自 分 の や り
方 を 自 己 修 正 し た 経 験 で あ り 、 学
び の 経 験 は 専 ら Ａ の 側 に あ る 。 つ
ま り 、 多 数 派 、 す な わ ち 日 本 人 か
ら の 偏 っ た 、 あ る い は 一 方 通 行 の
知 識 ・ 情 報 の 伝 達 や 授 受 、 会 話 の
や り 取 り は 、 た と え Ａ に は 受 容 で
き る 内 容 で あ っ た と し て も 、 時 に
Ａ を 委 縮 、 孤 立 さ せ る 。 人 は 自 分
が 住 む 意 味 世 界 と 相 容 れ な い 行 為
に 遭 遇 す る と 、 不 快 な 情 動 が 生 起
し 、 そ の 解 消 に 向 け て な ん ら の 行
動 を 起 こ す と さ れ て い る が （ 箕
浦 ,1995）、 Ａ の 場 合 、 子 ど も の 扱
い 方 な ど 納 得 の い か な い こ と や ト
ラ ブ ル が 起 こ れ ば 、 ま る で 日 本 文
化 の 同 化 の 波 か ら 自 身 を 守 る か の
よ う に 文 化 的 防 波 堤 を 築 い て 、「 自
分 は 中 国 人 だ か ら 」 と 文 化 的 ア イ

デ ン テ ィ テ ィ に 依 拠 す る よ う に み
え る 。 こ の 姿 勢 は 2010 年 、 2012
年 の 両 年 と も に 見 ら れ 、 Ａ に と っ
て 多 様 な 習 慣 や 価 値 観 の 受 容 が 狭
隘 な 日 本 の 地 域 社 会 に あ っ て 一 種
の 適 応 の た め の ス ト ラ テ ジ ー だ と
い え よ う 。 今 後 Ａ の 交 友 関 係 が よ
り 広 が り 周 囲 と の 間 で 対 等 な 関 係
が 築 け て い く 中 で 、 Ａ が ど の よ う
に 両 文 化 の 相 違 を 捉 え 、 そ れ に 伴
い 文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ が ど の
よ う に 変 容 す る の か 、 調 査 を 重 ね
て い き た い 。  
フ ォ ロ ー ア ッ プ イ ン タ ビ ュ ー の 中
で 聞 か れ た 母 語 の 子 ど も へ の 継 承
に 関 す る 語 り に お い て も 、 興 味 深
い 変 化 が 見 ら れ た 。 2010 年 に は 、
子 ど も た ち に 対 し て 寝 る 前 な ど に
中 国 語 で 話 し か け る な ど 、 子 ど も
た ち と の 間 で 中 国 語 で や り 取 り し
た り 中 国 語 を 教 え た り し て い た 。
当 時 小 学 3 年 生 の 娘 は 、 友 だ ち に
自 分 が 中 国 人 だ と 特 別 視 さ れ る の
を 嫌 っ て 家 庭 の 外 で は 中 国 語 を 話
す の を 拒 ん で お り 、 そ れ に 対 し て
「 中 国 語 し ゃ べ れ る っ て 全 然 恥 ず
か し い こ と じ ゃ な い よ 」 と 説 得 し
た り す る な ど 、 母 親 の 母 語 を 子 ど
も に 理 解 し て も ら お う と い う 態 度
や 、 自 分 が 地 域 で 中 国 語 を 教 え れ
ば そ れ を 介 し て 子 ど も の 友 だ ち 関
係 が 広 が る の で は と い う 期 待 が み
ら れ た 。  
そ れ が 2012 年 に は 、こ れ ま で の 自
分 の や り 方 に 疑 問 を 呈 し 、 一 種 の
教 育 方 針 の 転 換 が み ら れ た 。 そ れ
は 、 自 分 の 母 語 を 子 ど も た ち に 無
理 強 い す る の で は な く 子 ど も の 意
思 ・ 意 欲 を 最 優 先 す る と い う も の
で 、 中 国 人 と し て の ア イ デ ン テ ィ
テ ィ よ り 母 親 と し て の 側 面 を 子 ど
も た ち に 向 け て い き た い と い う 意
識 の 変 化 で あ っ た 。 母 娘 共 社 会 に
居 場 所 を 見 い だ せ な い 不 安 定 な 時
期 で あ っ た 2010 年 当 時 、中 国 語 の
継 承 は 、 母 娘 間 の 衝 突 を 生 み な が
ら も Ａ の 文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ
の 支 え で も あ り 、 自 分 や 子 ど も の
社 会 へ の 適 応 手 段 と し て の 期 待 で
も あ っ た 。 そ れ が 、 子 ど も や Ａ 自
身 が そ れ ぞ れ 社 会 で 認 め ら れ る 場
を 見 つ け ら れ つ つ 状 況 が 変 化 す る
の に 伴 い 、 他 に 学 び た い こ と が あ
る の な ら 子 ど も た ち が 必 ず し も 中
国 語 を 覚 え る 必 要 性 は な い と 、 子
ど も に 期 待 す る 中 国 語 は 一 つ の 芸
や 能 力 と し て 捉 え る よ う に 変 化 し
て い た 。 鈴 木 （ 2007） は 、 国 際 家
族 に お け る 言 語 ・ 文 化 継 承 の メ カ
ニ ズ ム に つ い て 、 家 庭 の 言 語 や 文



化 は 、 親 、 特 に 異 文 化 出 身 の 親 の
言 語 や 文 化 、 教 育 に つ い て の 考 え
方 が 密 接 に 関 わ る と し 、 時 間 の 経
過 と と も に 変 化 す る 子 ど も の 個 性
や 反 応 ・ 状 態 に よ っ て 修 正 さ れ て
い く と い う 。 Ａ の 本 心 に は 子 ど も
た ち に 中 国 語 習 得 の 願 い が 依 然 存
在 す る と 思 わ れ る が 、「 私 は 家 に い
る 時 、 自 分 が 中 国 人 で は な い で す
ね 」 と い う 語 り に 象 徴 さ れ る よ う
に 、 社 会 の 中 で 自 己 の 文 化 的 ア イ
デ ン テ ィ テ ィ を 肯 定 的 に 受 け 止 め
る よ う に な っ た こ と で 、 家 庭 の 中
で 子 ど も と 衝 突 し て ま で 母 語 を 継
承 す る 必 要 性 が な く て も 精 神 的 な
バ ラ ン ス が 保 た れ て い る た め と 思
わ れ る 。  
武 田 （ 2010） は 、 外 国 人 居 住 者 の
少 な い 地 方 や 農 村 で は ほ と ん ど の
国 際 結 婚 者 の 子 ど も が モ ノ カ ル チ
ャ ー な 「 日 本 人 」 と し て 育 っ て い
る 現 実 に つ い て 、 外 国 人 妻 が あ え
て 母 語 や 母 文 化 を 主 張 せ ず 、 周 囲
と の 不 要 な 摩 擦 を 回 避 し て 日 本 社
会 の 中 で 戦 略 的 な 適 応 過 程 を 生 き
て い る と 指 摘 し 、 こ う し た 状 況 を
「 日 本 文 化 へ の 一 方 的 な 同 化 」 と
従 来 の 研 究 者 か ら 批 判 的 に 捉 え ら
れ て き た こ と に 疑 問 を 呈 し て い る 。
賽 （ 2011） も ま た 、 中 国 出 身 の 国
際 結 婚 女 性 に つ い て 、 従 来 の 受 動
的 な 捉 え 方 を 見 直 し 、 言 語 習 得 を
含 め 、 主 体 的 に 教 育 戦 略 を 立 て 、
子 ど も を 通 し た 自 己 の 将 来 像 を 見
据 え て い る と 示 唆 し て い る 。 Ａ に
お い て 、 子 ど も た ち が 日 本 社 会 に
違 和 感 な く 溶 け 込 み 、 周 囲 と 良 好
な 人 間 関 係 を 築 き 、 順 当 な 発 達 段
階 を 経 て 成 長 し て ほ し い と い う 願
い が 最 優 先 さ れ 、 そ れ ら に 影 響 を
及 ぼ し て ま で 、 母 親 で あ る 自 分 の
母 語 や 母 国 の 習 慣 や や り 方 を 子 ど
も に 継 承 さ せ よ う と い う 教 育 方 針
は と っ て い な い 。 Ａ 自 身 の 環 境 や
Ａ と 子 ど も た ち と の 関 係 の 変 化 に
伴 い 、 母 語 や 継 承 語 に 対 す る 考 え
方 や 態 度 が 変 わ る の か ど う か に つ
い て は 今 後 の 課 題 で あ る が 、 日 本
と 母 国 と い う 二 つ の 文 化 に 生 き る
ア ジ ア 人 妻 や そ の 子 ど も た ち が 、
一 つ の 文 化 に 自 己 の ア イ デ ン テ ィ
テ ィ の 拠 り 所 を 求 め る と い う よ り
も 、 自 ら が 置 か れ て い る 環 境 や ラ
イ フ ス テ ー ジ か ら 多 分 の 影 響 を 受
け つ つ 、 そ の 時 々 に お い て 両 者 を
自 己 の 中 で 折 り 合 い を つ け る 姿 勢
が 示 唆 さ れ た 。  
こ の よ う に 、 今 回 中 国 人 女 性 Ａ の
事 例 か ら 、 文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ
ィ は 同 じ 人 物 に あ っ て も 決 し て 単

一 で 普 遍 的 な も の で は な く 、 ア イ
デ ン テ ィ テ ィ が 意 識 化 さ れ る 時 や
状 況 、 心 境 な ど は 、 そ の 時 々 の 人
間 関 係 や 周 囲 の 自 己 や 文 化 の 受 容
度 な ど に よ っ て 変 化 す る 変 質 的 で
ハ イ ブ リ ッ ド な も の で あ る こ と が
分 か る 。 し か も 、 文 化 的 ア イ デ ン
テ ィ テ ィ が 意 識 の 上 で 顕 在 化 す る
の は 、 周 囲 と の 不 均 衡 な 人 間 関 係
に お い て 自 己 の 能 力 や 心 情 、 意 見
が 周 囲 に 受 容 さ れ て い な い と い う
認 識 に 基 づ く 場 合 が 多 く 、 そ う し
た 状 況 を 自 分 自 身 に 理 解 ・ 納 得 さ
せ る 手 段 と し て 、 文 化 的 ア イ デ ン
テ ィ テ ィ は し ば し ば 引 き 合 い に 出
さ れ る こ と が あ る 。 逆 に 、 社 会 に
お い て 自 己 が 受 容 さ れ て い る 場 合
は 、 文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ は 意
識 化 さ れ な い か 、 さ れ た と し て も
自 己 を 肯 定 す る 自 信 に つ な が る も
の で あ る 。 さ ら に 、 社 会 に お け る
母 語 の 活 用 は 、 そ れ 自 体 が 直 接 的
に 文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 矜 持
を 保 つ と い う よ り 、 と も す れ ば 文
化 的 同 化 の 波 に 浚 わ れ そ う に な る
の を 防 ぎ 、 周 囲 と 異 な る 自 己 を あ
り の ま ま 容 認 し 合 え る 関 係 作 り の
下 支 え と し て 寄 与 し て い る と 考 え
ら れ る 。  
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