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Abstract 

In order to clarify the consciousness of Brazilian citizens concerning aged people, this 
questionnaire investigation has taken place. The subjects chosen were 105 Japanese Brazilians 

and 126 Portuguese Brazilians living in Sao Paulo state, ranging in age from teenage years to the 
eighties. Concerning the reason why the aged have to remain employed, remarkable difference 

was seen, namely, the percentage of the answer "to support their daily life" was 68.3% in 
Portuguese Brazilians and 23.8% in Japanese Brazilians. A difference of average school career is 
speculated as one of the biggest reasons. Concerning the subjects' attitudes toward the aged. 
Brazilian subjecsts have more favorite consconsciousness to the aged than native Japanese 

subjects whom the authors investigated formerly in Japan. For this reason, it is considered that 
the unique Community based on a family-1ike human relation system still remains among 

Brazilians as the norm of Community.  However, comparing among Brazilian age groups, the rate 
of affirmative answers concerning collaboration with the aged increases as respondent age rises, 

while the young age groups' consciousness of belonging to a community is decreasing. 



 
要 約 

ブラジル市民の老人に対する意識を朗らかにするために,サンパウロ州に在住する10歳代から80
歳代の日系ブラジル人(以下日系とする)105名,ポルトガル系ブラジル人(以下ポルトガル系とする)
126名の男女231人にアンケート調査を行い以下の結果を得た。老人に関する理解度を問う項目

で,老人の就労理由として「生活に困るから」と回答した者はポルトガル系63.8%,日系23.8%で著明な
差がみられた.ブラジルでは,就学年数8年以下という義務教育以下の低学歴労働者が就業者全体
の62%を占めているのに対し,日系人の大学就学率は25%ときわめて高く,所得の格差が著しいこと
が回答に反映していると考えられる.  老人に対する態度を問う項目において、全対象者と著者ら
が以前に調査した日本の対象者と比較すると,全体的にブラジルの方が老人に対する好意的意識
は強かった。この背景には,拡大家族形態を基盤とした疑似家族的な人間関係を持つブラジル社
会特有の共同体の存在があり,この共同体の規範がブラジル人の社会規範として生きている状況
がうかがえる.しかし、年代間で比較すると,年代の上昇にともない,老人に対する家族や近隣の協
力に対して肯定的回答が多くなっている反面,若い年代層では共同体に対する帰属意識が弱まり,

杜会意識に変化が生じていることがうかがわれる. 


