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青少年 の セ ク シ ュ ア リテ ィ と教育

高 橋
一

郎

1． は じめ に

　近年 ， 青少年の 「性」 を め ぐる 問題が ， 大 きな 社会的関心を集 め て い る。

　例えば
， 昨春に は

， 学習指導要領の 改訂を うけて
， 小学校 5 年の 保健 と理 科に 「性」

に 関する事項が導入 され ，
こ れ が マ ス コ ミに よ り 「性教育元年」 と して 報道 され た 。

また ， 各国 に お ける エ イ ズ患者 ・感染者の増加 は ， わ が 国に お い て も，青少年に 対す

る エ イ ズ教育 の 必要性 を い よ い よ 高め て い るの で あ るが， エ イ ズ の 主要な 感染経路が

性行為で ある こ とか ら，青少年 の性 の あ り方 との 関連 が論議の 的 とな っ て い る。

　マ ス ・ メ デ ィ ア に お け る性情報や性表現の 増大が ， 青少年 の 性的問題行動増加 に お

よぼ す影響
ω

も， 広 く教育関係者 の憂慮す る とこ ろ とな っ て い る 。 市民運動や マ ス コ

ミ各社 を も巻 きこ ん だ 「有害 コ ミ ッ ク問題 」の 論議 も，記憶 に新 しい 。

　実際， こ の 数年，
一

般 マ ス コ ミの 報道 に お い て 性教育関係 の 話題の 増加 は著 しい
。

また ， 子 ど も ・親 ・ 教師向けの 性教育読本が次々 と出版され ， ひ とっ の ブーム をな し

て い る とい わ れて い る 。

　 こ の よ うな現代青少年の 「性 （セ ク シ ュ ア リ テ ィ ）」を と りま く諸状況 に 対 し
、 社会

学的な考察を加え る こ とが ， 本稿の 目的 とす る とこ ろで あ る 。

　と こ ろ で ， こ の よ うな ，

一
見 した と こ ろ 「好事家」 的に しか み えな い テ

ーマ は ， 教

育社会学 とい うア カ デ ミズ ム の 中で
，

い か な る意味を持ち うるの で あ ろ うか （2）
。 簡単

に ま とめて お こ う。

　まず第
一

に ， 最 近 の 社会学 に おけ る動 向で あ る。 社会学領域 で は ， 理論研究 ・実証

研究 の両側面 に お い て ， フ ェ ミニ ズ ム が一
っ の ト レ ン ドを な して い る

。
そ して

， 性 ＝

大阪教育大学
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セ ク シ ュ ァ リテ ィ の 問題 は， フ ェ ミニ ズ ム 研究の 中心 の 一
っ を な して お り， 多 くの研

究者に よ っ て 積極的に とりあげ られて い る。

　第二 に ， 最近の 歴史学に おけ る ， い わ ゆ る 「社会史」 へ の 関心 の 高ま りで あ る 。 こ

の社会史研究に おい て は，家族史 ・ 女性史領域の 重要性が高 く， そ の 関連 に お い て 性

の 領域 に関する成果 も多い
。 そ して ，

’
こ れ らの 成果 は ， 社会学者 に 対 して も， さ まざ

ま な形で 影響を与え つ つ あ る。

　第呪に ， 教育社会学内部の 文脈で あ る 。 近年の 「新 しい 教育社会学」 は ，教育現象

を，社会統制の 側面に着 目 して 分析す る こ とを流行させ た。 そ して ， 後にみ るよ うに 、

青少年 の 性の 統制をめ ぐる問題 は， こ の 社会統制の 観点か らの 教育分析 に ，最適な事

例を提供 して い る よ うに 思 う。

　第四 に ，同 じく教育社会学会 に お け る， ジ ェ ン ダー
研究の 隆盛 で あ る 。

ジ ェ ン ダー

の 問題 とセ ク シ ュ ア リテ ィ の 問題 は ， 本来密接 に関連 して い る はずで あ るか ら，前者

の 十分 な解明の た め に は，後者 の 吟味が不可欠で あ ろ う （森　 1992， 180頁）。

　以上 の よ うな 状況 を考え るな らば ， 青少年の 性の 問題が ， 教育社会学研究の 対象 と

されて も決 して 不 自然 で はなか ろ う。

　 とこ ろで ， 本稿の 目的 は ， 特集の 趣旨か ら して も， 現代社会 に おける青少年 の セ ク

シ ュ ア リテ ィ の 状況をよ り深 く理解す る こ とに ある。 しか し， こ の 目的の ため に ， 本

稿 が採用す るの は，「歴史社会学」的 （もしくは 「社会史」的）な ア プ ロ
ー

チ で あ る 。

　 もちろん
，

こ こ で 言う 「歴史社会学」 とは ， 過 去 の 事実を単 に過去の もの と して 分

析す る もの で は な い
。 む しろ ， 過 去の 分析 は ， 「い ま ， こ こ」を相対化 し ， 「ア クチ ュ

ァ ル な現在」の なん た るか を明 らか に す るた め に こ そあ る 。 実際 ， 最近登場 して い る

近代 日本の 社会学的研究の い くつ か は，過去 の 分析 を通 じて ， 同時に ，現代日本社会

の 「ポ ス ト 。 モ ダ ン化」 の 意味を，尖鋭に 明 らか に す る もの とな っ て い る
（3）

。

　青少年の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 問題 もまた
， そ れ が生物学的本性 と結 び付 け られ や す

い がゆ え に
， 社会学的な 相対化は しば しば困難な作業とな る 。 こ の 相対化 の ため に は，

歴史的分析が も っ と も有効な方法で あ ると筆者 は考 え る 。 本稿が歴史社会学的手法に

依拠す る の は ， こ の ためで ある 。

2． 近 代 日本に お けるセ ク シ ュ ア リテ ィ と教育

　 とこ ろ で ， 青少年の セ ク シ ュ ア リテ ィ ， お よ び こ れ と教育の か か わ りの 歴史的変化

に っ い て は ，

一般的に は次の よ うに考え られ が ちで あ る 。

（1｝ 性 に か かわ る こ とが らを ， 教育の 場に お い て 論 じる こ とは，か っ て は禁 じ られ る
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　傾 向に あ っ たが ， この 傾向 も時代を へ るに したが っ て 緩 和 され，性に 関す る教育が

　 公然 と論 じ られ るよ うに な っ た 。

  青少年が 性的な こ とが らに か か わ る こ とは ， か つ て は 抑圧 さ れ る傾 向に あ っ た

　が ， 近年 こ の 抑圧 は徐 々 に うち こわ され，青少年の 性 は解放 さ れた
。

　と こ ろが ， 事実 に照 ら しあわせ る時 ， 〔1×2｝は決 して 正 しい 認 識 とは 言え な い
。

こ の

よ うな常識的通 念 を歴 史的事実 に よ っ て 相対化 して お くこ とは ， 現 代社会に お け る青

少年 の セ ク シ ュ ア リテ ィ の 問題を考え る た め に も重要で あ る 。

（1） 近代 日本にお ける性教育の 誕生

　最初に
，
　 （Dの 通念に っ い て 。 われ わ れ は しば しば ， わ が国 に お ける性教育は ， 戦後

の ，それ もか な り最近の 時期に は じま っ た もの と考え が ちで ある。 しか し， 実際に は ，

わ が国の 性教育の 起源 は，か な り古 くに さか の ぼ る こ とが で きる
〔4）

。

　まず性教育論 と して は ， 明治21年の 國府寺新作 （1888）「性育論
一

斑 」が存在す る。

そ して
， 実際に学生生徒を対象と した 実践と して は ， 明治41年 ， 医学者富士川 游が お

こ な っ た ， 「色情教育講演会」が最初 とされ る 。 富士 川 は
一

方で ，『中央公論』（明治 41

年 10月号）に 「性欲教育問題」とい う一
般向けの 啓蒙的論 文を執筆 して お り， 当時 「社

会は漸 く性欲問題 に 注意す る機運を醸成」 し （金谷　1914
， 231頁）て い た の で あ る。

こ の 4 年後の 明治 45年 に は
， 『中央公論」 に お い て ， 「中等程度 の 男女学生 に性欲に 関

す る知識を与ふ る こ との 可否」 に つ い て ， 全国教育界名十 ， 師範学校長 ， 中学校長 ，

高等女学校長の 回答 （1月号）， お よ び，全国医学者の 回答 （4 月号） に もとつ い た 記

事が 組まれ て い る 。

　も っ とも ， こ れ らの 記事で は
， 当時， 富士川の よ うな性欲教育推進派 は む しろ少数

派で あ り，教育家，医学者と もに ， 性欲教育の 必要性 に懐疑 的な立場を とる人間が む

しろ多数派 を しめ て い る よ うで あ る 。 しか し， こ の 時す で に ， 青少年 の 「性欲」 に対

する教育が ， 世論の 注目する とこ ろ と な っ て い た こ とだ け は ， ま ちが い なか ろ う 。

　こ の よ うな明治後期の 「性欲教育」 ブー
ム は，決 して 一時的 な もの に 終わ っ た わ け

で はな い
。 む しろ ， 大正期 に入 る と，「性欲教育」 は ， 「性教育」 と名 をか えて ，

い っ

そ う本格的 に議論され るよ うに な っ た 。 大正期か ら昭和戦前期に か けて ， 数多 くの 性

教育関連書が 出版 され ， ま た，各種雑誌 に お い て ， 性教 育を と りあ げ た記事が 掲載 さ

れ て い る 。 戦前期に お い て も ， 性教育は ， 重要な教育問題 の
一

っ と して ， それ な りに

活発 に議論 さ れて い た の で あ る  
。

　もち ろん ， 当時 ， 学生生徒 に対 して性教育実践が お こ なわ れ る機会 は僅少で あ っ た
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ろ う。 しか し， 現代 に お ける 「性教育 ブ ーム 」に お い て も ， 言論の 場に お い て その 必

要性が しきりに 強調され るわ りに は
， 教育現場 はそ の 実践 に対 して む しろ及び腰な の

で は あ るま い か 。 そ う考え ると， 日本 の 性教育 は，戦前の かな り早い 段階に，今 日 と

さ ほ どかわ らな い状態 に 到達 して い た ， とい い うるの か も しれ な い
。

　以 上の こ とか ら ， 「性 に かか わ る こ とが らが ， 教育の 場に お い て 論 じ られ るよ うに な

っ た の は，最近 の こ とで あ る」 とい う通念 は ， 修正 され る必要が あ るだ ろ う。

〔2） 伝統社会 に お け る青少年の セ ク シ ュ ア リチ ィ

　だ が しか し， 注 意 しな ければ な らな い こ とは t 「性に つ い て 論 じる こ と」と 「性行動

をお こ な う こ と」 とは ， 別の 次元の もの だ とい うこ とで あ る 。 戦前期の 日本 に お い て

お こ っ た こ とは ， 前者 に かか わ る こ とが ら， す なわ ち 「教育の 名に おい て ，性 に っ い

て 語 る こ とが許容さ れ は じめた」 とい うこ とで あ る 。 後者 ， と くに 青少年の 性行動に

対 して は，戦前期の 日本社会 は どの よ うな態度 をと っ て い たの か 。 この 点 に っ い て検

．
討しよ う。

　 こ れ は ， 先に あげた通念の   （＝ 「青少年の 性 は，か っ て 抑圧 さ れ ， 最近 に な っ て ，

解放 された」 とい う通 念）に関す る問題 で あ る。
こ の 通念 もまた誤 りで ある こ とは ，

すで に予告 した 。 言説 レ ベ ル で の 「解放」 に対応 して ， 戦前期に す で に ， 青少年の 性

の 行動 レ ベ ル の 「解放」 が お こ っ て い た の だろ うか 。 もち ろ ん ， 話 はそ う単純で は な

い
。 問題は ， 解放の お こ っ た 時期で は な くして ， 「解放」とい う変化 の 方向性 それ 自体

で あ る 。 結論か らい うな らば，近代化 は，青少年の 性行動 を 「解放」 した とは い い が

た く， 逆 に 多 くの 面で これ を 「抑圧」 した の で あ っ た 。

　例え ば，今 日， 性行動 は もとよ り， 性的な情報へ の 接触 さえ もが ， 青少年か ら遠ざ

け られ るの が 望 ま しい ， とさ れ る こ とが多い
。 これ は ， 単 な る社会的慣習 の 問題 で は

な い
。

っ ま り， 青少年期 と い う生物学的 ・心理 的な発達段階の 要請 に即応 した もの で

あ り ， 「性的な もの 」 は ， 青少年の 「健全 な発達」 に と っ て 有害な の だ ， と広 く信 じら

れ て い るの で ある 。 そ の 結果，児童期は もち ろん の こ と ， 第二 次性徴が きざ して 身体

的 に は性行為が 可能に な っ て も，
な お ， 青少年た ち は 「性的な もの 」か ら遠 ざけ られ

た ままで ある （性的モ ラ ト リア ム ）。

　 だ が ， しか し，比 較研 究お よ び歴史研 究 は，上記 の よ うな 事態が ，近代社会に 特有

の もの で あ る こ とを明 らか に して い る
 

。 こ の こ とは ， わが 国 に つ い て もあ て は ま る 。

こ の こ とを確認 す るため に は ， 伝統的共同体に 関す る民俗学的研究が 有用で ある 。

　伝統的農村共同体 は，青少年の 性行動に 関 して は ， 今 日よ りもは る か に 寛容で あ っ
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た よ うだ ω
。 村で は ， 第二 次性徴の 到来 と時期をほ とん ど同 じくして ，男女 は そ れ ぞ

れ ， 若衆 ・娘衆 とい う年齢集団に 加入 す るの が 一般的で あ っ た
。

こ の 集団に 加入後 は，

共同体の 一
人前の 働 き手 とみ な され ， 同時に

， 性行動に つ い て も，公認 される 。 した

が っ て，経済的 に も， また性的に も，
モ ラ トリア ム は存在 しな い

。 む しろ ， 青少年自

身の み な らず ， 親の 側で も， 性体験の 遅い の を恥 と思 うよ うな 習慣が あ り， 例え ば ，

娘 の た めに 親が若衆 に 頼み こみ ， 娘の 初体験の 相手を して もら う， とい うよ うな こ と

もあ っ た （8）
。

　 さ らに ，村 に お い て は，若者 の性行動 は ， 単に 「容認」 され て い た だ けで な い こ と

に 注 目す べ きで あ る。 その 方法は しば しば ， 積極的に 「教育1 され た の で ある 。 そ れ

も， 今 日の 「性教育」の よ うに 単に情報 と して 教え る の で は な く， 性行為の 方法を具

体的 ・ 実地的に 伝達 した の で あ る 。 例え ば ， 若衆入 りの 儀式 と して ， 若衆 た ち と後家

な ど の 年長者の女性 た ち とが，地蔵堂 など に集ま っ て
一夜を共に 「お こ もり」 し，そ

こ で 若衆 と女性が 一対に な っ て ，性的技法 を 「教育」す る ， とい うよ うな形態が存在

した ， とい う
ω

。 あ る い は ， 新し く若衆入りした男子の た め に
， 先輩の 若衆が ，適 当な

年長の 娘衆 に頼 み こ み ， 後輩の 「教育」を して も らう ， とい うよ うな形態 もあ っ た 。

（3） セ クシ ュ ア リテ ィ の近代的抑圧の 成立と性教育言説

　 こ の よ うな農村共同体的な青少年の セ ク シ ュ ア リテ ィ の 様態 は ， 明治以降の近代化

の 過程に おい て ，次第 に そ の 姿をか えて ゆ き ， 青少年に 対 して 性行動の 禁欲が強制さ

れ るよ うにな っ て ゆ くQ

　 こ こ で お こ っ た 「セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 近代化」 の 過程 に っ い て は ， 現時点 で は不明

な部分も多い が ， しか し，
こ の 過程が ，決 して 単

一
の 要因 に よ っ て もた らされ た もの

で は な く， そ こ に 複数の 社会的要因が関与 して い た こ と は， た しか で ある 。

　単純化 して 整理 す る な らば ， まず第
一

に ， 明治以 降の 国家の 政策 （例え ば ， 地方改

良運動）に よ る
， 農村共同体の 「野卑な風俗」の 駆逐 があ る 。

こ の 過程 に お い て ， 共

同体の 性行動の 基盤 で あ っ た若衆組 ・娘組 な どの年齢集団は 解体 され，青年団や処女

団な どの 近代的組織へ と改組 されて ゆ く。 そ して 第二 に ， こ れ と同時平行的に ， 青少

年の 学校教育へ の 取 り込み が な され る。 学校教育に お い て は，
一

般 に
， 欲求充足延期

的 。禁欲的 な エ ー ト ス が 強調 され るか ら，快楽
一

般が 抑圧 さ れ る傾向に あ る 。 こ の 傾

向 は ， と りわ け性的快楽に っ い て ，顕著で あ る
 

。 さ ら に第三 と し て ， 婚前 の 純潔や

貞操を重視す る家族意識 の 浸透が あ る
（n ）

。
こ の 意識 が ， 学校教育 や社会教育 を通 じて

普及 して ゆ くこ とに よ っ て， ヒ述 の制度的な変容を ， イ デ オ ロ ギ ー
的側面か ら支え て
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い っ たの で あろ う。

　 こ の よ うに ， 近代社会は ， 青少年 を性行動か ら排除 した。 そ して ， 近代 日本に おい

て 性教育言説が登場 した時期で ある明治末か ら大正 に か けて の 時代 は ， 同時 に ， こ の

排 除が 全社会的に進 行 して い た時期で あ っ た
，

と い う事実 に注 目 しな け れば な らな

い
。

　 もちろん ， これが 偶然の
一

致で あ るはずがな い 。 両者 に は密接 な関連 が ある と考え

られ る
。

．
二っ の 変化はと もに ， 青少年の セ ク シ ュ ア リテ ィ ，お よ びそ の 「教育」 に賦

与 さ れ る社会的意味の 根本的な変化を反映 して い るの で ある。

　性教育言説の 登場と ， 「性に 関す る教育」の登場 は，同義で はな い
。 上 で み た よ うに，

性教育言説の 登場の は るか以前か ら，伝統的共同体に お い て も ， 「性 に 関す る教育」は

存在 した 。 したが っ て ，性教育言説 の登場とは ， 実は ， 「性に関す る教育」の 登場で は

な くして ， 厂性 に 関す る教育」の 意味の変化な の で あ る 。

　伝統的共同体の 「性に 関す る教育」 は ， 性行為の 方法 の 実地的教授で あ っ た。 とこ

ろ が，近代的意味で の 厂性教育」 は ， こ の よ うな性的技法の 実地訓練を放棄 した 。 か

わ りに
， 厂性教育」とは ， な に よ り も，「性 に つ い て 語 る こ と」「論 じる こ と」とな っ た

。

性に ま つ わ る こ とが らは ， 論 じられ る まえ に ， な され て しま っ て い る こ とだ， とい う

言葉が あ る
。 しか し近代社会の 性教育に お いて は ， 逆 に，性 に まつ わ るこ とが らは ，

な され るまえ に，論 じられ なけれ ば な らな い こ とに な っ た の で あ る。

　 しか も， こ の 性教育言説 に お い て は，性行動に 関す る実践的教授が欠如 して い る の

み な らず ， そ の 知識の 側面 もが， つ ま り ， 「性行動とは何 を どの よ うに する こ とな の

か」 に っ い て の 情報を伝達す るこ とさえ もが ， お こ なわ れ な い
。 む しろ ， 具体的な性

行動の 方法 へ の 言及 は ， 教育の 名 に ふ さわ しくない もの として ， タブー とされ る 。 か

わ りに 語 られ るの は ， 「何を な して はな らな い か」とい う，性 の 禁忌 に関す る詳細 な叙

述 で あ る
（12）

。

　明治 ・ 大正期に始ま り， 現代 まで 続 い て い る， われ わ れが 「性教育」 と通常呼ん で

い るよ うな教育実践 と は ， こ の よ うな もの なの で あ る 。 わ れ われ は 普通， こ の よ うな

教育実践 こ そ が P性教育」 で あ る こ とを ， 自明視 して 疑わ な い の で あるが ， しか し，

上述 の よ うに反省的 に分析 して み るな らば ， これ は ， 非常に 奇妙な 「教育」で は な か

ろ うか 。 近代以降の 「性教育」 と は ， 要す るに，「性の 具体的 ・実地的側面に つ い て は

何も教え な い こ と」な の だか ら。
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3． 性教育言説 の社会学

　われ われ は ， 通常 ， 「性 に っ い て 語 る こ と」 と ， 「性に 対 して 開明的で あ る」 こ とと

を同一視 しがち で ある
。

そ の 結果， （教育者が性に っ い て の こ とが らを語 る ， とい う近

代的意味で の ）「性教育」の 営為を も， 性 に対す る オ ープ ン な 態度の あ らわれ とみ な し

が ちで あ る。

　しか し， 前章 の 考察 は， こ の よ うな通 念に 対 して 疑義をな げか け る。
こ こ で ， われ

われ は ， 「性教育」とい う営み を， 青少年の セ ク シ ュ ア リテ ィ に対す る社会統制 とい う

観点か ら，再検討 しな けれ ば な らな い
。

（1） 現代性教育の イ デ オ ロ ギ
ー的性格

　前章に お い て ，近代的意味で の 性教育 とは ， 実 は，「性 の 具体的 ・ 実地的側面に っ い

て は何 も教え な い こ と」で あ る こ とを確認 した 。 で は 「性教育」の 名で ， 語 られ る も

の は何か 。

　 それ は ， まず第
一

に， 性 に 関す る価値や理 念で あ る 。 「性 と はお そ ろ しい もの で あ

る」 とい っ た よ うな 否定的価値賦与 に せ よ ， 「性 とは すば ら しい もの で あ る」「か けが

え の な い もの で あ る」とい っ た よ うな肯定的価値賦与 に せ よ ， 近代 の 性教育言説 に は，

性に 関す る価値判断 すなわ ち イ デ オ ロ ギ ーが充満 して い る 。 お そ ら く， 現代の あ ら

ゆ る教育領域 の 中で も， 「性教育」ほ ど， イデ オ ロ ギ ッ シ ュ な言説空間に支配 され て い

る領域 も少 ない の で はな い か 。

　例 えば ， 「性教育は ， 男女の 身体や 生理 に関す る知識の 単な る伝達に 終わ っ て は な ら

な い 」 とい うよ うな主張が ， 繰 り返 しな され る。
つ ま り， 性教育 とは 「人間や生命の

尊厳を教え る教育」で あ り 「全人教育」 で あ る， と 。

　 も っ と も， 現代の 性教育 は ， 戦前期 に お け る 「道徳重視」 の 「純潔教育」 とは異な

る ， い わ ゆ る 「ヒ ュ
ーマ ン ・ セ クシ ュ ア リテ ィ の 教育」で ある ， などの 主張 も しば し

ば な され る 。 だが ， しか し， こ の 「ヒ ュ
ー

マ ン ・セ ク シ ュ ア リテ ィ の 教育」な る もの

は ， しば しば観念的 ・ 抽象的で あ り， 具体的な性行動 との か か わ りは明 らか に され な

い まま ， 「性 っ て す ば ら しい 」厂性 っ て すて きだ」「よ りよ き性をっ う じて ， 人間 は幸福

に な れ る」 と い っ た，空疎 な 「性愛至 上主 義」 の み が 強調 され る傾向に あ る 。

　こ の よ うな 現代性教育言説 は ， 次の 2 点 に お い て ，戦前期の そ れ と連続性を もっ
。

す な わ ち t 現 実の 性 行動 との 連 続を欠 い た まま ， 「ある く べ き〉 セ ク シ ュ ア リテ ィ の

姿」を押 しっ け る， とい う点 に お い て ， そ して ， こ の 「あ る く べ き〉 セ ク シ ュ ア リテ
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イ の 姿」は ， 「性 とはか けが え の な い もの だ か ら， 大切に しな ければだ めで す よ」 とい

うよ うない い まわ しで ， 性行動 に対す る 自重を うなが し， 結果 と して ， 性的モ ラ トリ

ァ ム を強要す る とい う点に お い て ， で あ る。

　また ， 現代学校 に お け る性教育 は ， 多 く， 性非行の 予防の 方策 と して 存在す る こ と

もまた，強調 して おか な けれ ば な らな い 。 性教育 の社会統制的性格 は ， 何 よ りも， こ

の 点に こ そあ らわ れて い るとい え る。 確かに
， 精神病 ， 犯罪な どの 「諸悪 の 根源」 と

みな されて い た マ ス ター ベ ーシ ョ ン が ， 戦後 に は，そ の 無害性 が強調 され る よ うに な

っ た な ど ， 性 に 関す る禁忌 の リ ス トの 内容は ， 大 き く変化 した 。 しか し，不純異性交

友 ， 妊娠 ， 中絶 ， 売春な ど ， 性に 関す る逸脱行為の 目録に は ， 依然と して 多数が収録

されて い る
“3）

し，比較的最近 に な っ て ， こ の リス トに つ け加え られ た新 たな項 目さ

え ， 存在す るの で あ る 。

　 そ もそ も， 青少年の 性行動 に 関する禁忌は ， 近代化 と ともに減少 して い るの だ ろ う

か 。 必ず しも， そ うとは い え まい
。 実際， 地方に よ っ て は 「夜這 い 」風俗は ， 戦後の

早 い時期 まで 残存 して い た らしい し， また ， 同 じこ ろ の 都市部 に お い て も， 上級学校

に 進学 しな い 労働者階級の 青少年 は ， 結構お お らか な性風俗を謳歌 して い た よ うだ 。

とこ ろ が ， 現代に お い て は ， 伝統的共同体の 性規範は消失 し， また，就学期間の 延長

に よ り，
い よい よ多 くの 青少年が学校教育制度に と り こ まれ るよ うに な っ た。 「しろう

と」相手の 性交渉の 場が制限 され たの に 加え ， 売春の 非合法化は ， 厂プ ロ 」相手の 性交

渉の コ ス トを も著 し く高 めた 。 この よ うな ， 婚外性交 の 機会の 減少に 加え ， 結婚年齢

は
， ますます上昇す る傾向に あ る 。

　 こ う考え る と，青少年 に 対す る純潔規範 ・禁欲規範 の 強制力は ，ある意味で は，戦

前期を も上 回 っ て い る と もい い うるの で はな い だ ろ うか 。 実際，戦前期に お い て は，

男子学生が娼婦を買 う くらい は ，
そ れほ どた い した逸脱行為とは み な され なか っ た

。

また ， テ ィ
ー

ン エ イ ジ ャ
ーが結婚の た め に学校を中退す る こ となど も，別 に めず ら し

くは なか っ た （且4）
。 しか し， 現代学校教育は ， 両者と もに ， 重大な逸脱行為 とみ なす だ

ろ う。

（2） 有害図書問題 をめ ぐっ て

　以上 に述 べ た よ うな諸 問題が ， 狭義の 「性教育」 に とど ま らな い
， 現代社会の 青少

年の セ ク シ ュ ア 1）テ ィ の 統制様式 の 全般 にわ た っ て い る こ とは ，
い わ ゆ る 「有害 コ ミ

ッ ク問題」 に よ っ て 確認す る こ とが で きる
 

。

　最近 の 1有害 コ ミ ッ ク 問題 」 は ，
1990年に 端を発す る 。

こ の 年 ， 青少年 向けの マ ン
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ガ （い わゆ る コ ミ ッ ク） の 中の 性表現の い きす ぎが ，
マ ス コ ミに よ っ て セ ン セ ーシ ョ

ナ ル に 報道 され ， 同時に
，

こ れ ら 「有害 コ ミ ッ ク」 の 規制の 請願を目的と した住民運

動が全国各地で 広が っ た 。
こ れ に よ り，

コ ミ ッ ク本に対す る世論の 批判が高 ま り， そ

の 結果 ， 多数の コ ミ ッ ク本が ， 各都道 府県に よ っ て 「有害図書」指定 され た 。 そ して ，

そ の 多 くが大手出版社発行の もの で あ っ た こ とが ， 出版業界 に
一
種 の 恐慌状態 を引 き

起 こ し，問題 とされた コ ミ ッ クの 連載打 ち切 りや，単行本の 絶版な ど ， 出版業界自身

に よ る過 剰な自主規制   を引 き起こ した の で あ る。

　 こ の 「有害 コ ミ ッ ク問題」をめ ぐる社会的な論議 に は ， 現代社会 に お ける青少年の

セ ク シ ュ ア リテ ィ の 統制の パ ター
ン が ， 何 よ りも端的に示 され て い る 。

　第
一

の 問題は ，セ ク シ ュ ア リテ ィ の問題が，性的逸脱 に対す る統制の 問題 と して 語

られ るとい う点で あ る。 「ポ ル ノ ・ コ ミ ッ ク」の 問題性は ， な に よ りも ， 「判断力の 乏

しい 」青少年を して ， そ の 性的感情を無用に 刺激 し， 糧暴性 を高め
， 結果 と して ， 青

少年 の 性非行を増加 させ て い る， とい う点に あ っ た （17）
。

　だ が ， この よ うな主 張 に は ， 二 重の 意味で 事実誤認が 存在す る可能性が あ る 。

　まず， メ デ ィ ァ の性表現 と ， 性犯罪 との 間の 関係 は，実 は，普通 に 考え られ て い る

ほ どに は ， 自明で はな い
。

い わ ゆ るポ ル ノ ・ メ デ ィ ア の 「有害な効果」 に つ い て は ，

実証 デ
ー

タ に よ っ て 検証 されて い る と は い い が た い
。 こ の 「有害な効果」を支持す る

よ うな実験 デ
ー

タ も存在す るが ， そ れ は ， しば しば短期的 ・限定的な効果の 検証 に と

ど ま っ て お り （ポ ル ノ視聴の 直後 に ， 被験者の 攻撃性 が 高 ま っ た ， な ど），ポ ル ノ ・メ

デ ィ ア が 性犯罪を誘発す る こ とを，直接的に 検証 した 研究 は，現時点 で は ほ とん ど存

在 しな い よ うで あ る。 逆 に ，
ポ ル ノ ・ メ デ ィ ア が ， 性犯罪をむ しろ抑止す る効果を も

っ 可能性 を ， デ
ー

タ に よ っ て 主張す る研究者 も多 い （18）
。 ま た ， ポ ル ノ ・メ デ ィ ア の 有

害性 は ， 特に青少年に対す るそ れが 強調 され る傾向に あ る。 しか し，
こ の よ うな青少

年期に お ける ポ ル ノ 。 メ デ ィ ア へ の 接触 が人 間形成 に 有害な影響 を 与え る とい う説

も， 実証的根拠 は とぼ しい
（19〕

。

　さ らに ，「青少年 の 性行動 の 低年齢化 ， 性非行 の 活発化」と い う 「常識」に つ い て も，

そ れ が 客観的事実を反映 した もの で あ るか ど うか は，実 は疑わ しい 。 各種犯罪統計に

よ っ て も，「青少年 の 性非行の 増加」を明確 に 確認 す るこ と はで きな い
。 また ， 実証 的

な 調査研究の 結果 も，「性行動の 低年齢化」 仮説を否定す る傾向に ある
 

。

　 しか し， こ こ で ，ポ ル ノ ・メ デ ィ ア が ，青少年 に 「有害 な 影響」 を及 ぼ すの か ど う

か ， あ るい は ， 青少年の 性非行が 「活発化」 して い るの か ど うか を客観 的に確定す る

こ とは ， さ ほ ど重 要で は な い
。 こ こ で は，現 に な されて い る ポ ル ノ ・コ ミ ッ ク の 「有
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害性」の 主 張が ， そ れ が 「広 く社会に信 じられて い る」 とい う以上 に ， 何 の根拠を も

もたな い ままに な され て い る ， とい う点 を確認すれば十分で ある 。

　 した が っ て われ われ は ， 「性情報 の増加が ，青少年 の 非行 や性犯罪 を助長 して い る」

とい う， 経験的に は根拠の な い 通念が ， 自明の 「常識」 と して 広 く流通す るよ うに な

っ た ，その 知識社会学的 メ カ ニ ズ ム をこ そ ， 問わな ければな らな い で あ ろ う。

　次に ， 第二 の 問題点 と して ， 「コ ミ ッ ク批判」が，常に 「あ るべ きセ ク シ ュ ア リテ ィ

の 姿」 に つ い て の 道 徳的価値の 押 し付 けを背後 に もつ
， とい う点 があげ られ る。

　コ ミ ッ ク批判者は しば しば ， 「ポ ル ノ ・ コ ミッ ク」が ， 性に っ い て の 「誤 っ た」イ メ

ージを青少年に植え っ けて い る， と主張する。 特に 問題 とされ て い るの は ， 性を も っ

ぱ ら 「快楽の道具」 と して 描 い て い る点で ある 。

　しか し，「正 しい 性」「誤 っ た 性」 と は，
t

い か な る基準 に よ っ て 判断 され るの か 。 キ

ン ゼ イ報告以来 の 現 代人 の 性行動や 性意識に 関す る調査研究に よ れ ば ， 性に お け る快

楽の追求 は，多数の 人 々 に よ っ て な されて い る こ とで あ り， そ の 意味で は
， む しろ 「正

常」な行動 とさえ い い うるの で あ る
（21｝

。

　もち ろん ， こ こ で は ，い か な る性の あ りよ うが，「正常」な姿なの か ， を確定す る こ

とが問題な の で は な い
。 重要 なの は ， 性 に お け る正常／異常は ， 価値選択の 問題 で し

か ありえ ず， したが っ て ， お の ずか ら 「多元性」が認め られ な けれ ばな らな い
， とい

う こ とで あ る。 「有害 コ ミ ッ ク 問題」 に お い て は ， 「正常 な性 の姿」 が ， そ して
一

方的

に ， 青少年に対 して 押 し付 け られて い る こ とが ， 問題な の で あ る。

　だが ， この よ うな 「押 し付け」を正 当化する論理 と して ， しば しば ， 「青少年の 判断

の 未熟 さ」が強調 され る。 しか し， こ の 「未熟 さ」もまた ， 経験的根拠の とぼ しい 「通

念」 に す ぎな い の で あ る
（22）

。 調査研究 に よ るな らば ， む しろ ， 性情報の 氾濫 く に もか

か わ らず〉 ，現代青少年の 性意識 は ，大人が 想像す るよ りもは るか に ，「健全」で あ る

と もい い うる  
。 と もすれ ば ， 現代の 青少年は 「メ デ ィ ア に よ っ て 多量 の 誤 っ た性情

報を植え付け られ ， そ の 結果 ， 頭の 中 は性的な妄想 で い っ ぱい に な っ て い る」 とい う

よ うな イ メ
ージ が抱 か れが ちで あ るが ，

こ の イ メ ージ に は，多 くの 歪曲が含 まれ て い

る 。 こ の イ メ
ー ジは ， む しろ，大人社会の 側が ， 自らの 抑圧 され た性的不安 を，青少

年に対 して 投影 した もの な の で は な い か ， と疑 っ て み る必要が あ ろ う。

（3） 性教育ブ ーム の 意味

　本稿冒頭で 述 べ た よ うに ， 最近 の 教育界 は ， 「性教育 ブ ー ム 」で あ る。 だが ，性教育

ブー ム は ， わが 国に お い て も，明治末以 来，周期的に お とずれ て お り ， 決 して 昨今 に
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始 ま っ た こ とで はな い
。 また ， その 議論 の 本質的な性格は

，

一世紀を経て も， 変化 し

て い ない よ うに思 え る
（24）

。

　 こ の こ とはお そ ら くは ， 性教育 に限 っ た こ とで はな い ，教育 シ ス テ ム の保守性 ・ 硬

直性の あ らわ れ なの で あ ろ う。 現代社会の 変動の 中で ， 教育 をと りま く 「場」 は ドラ

ス テ ィ ッ クな 変化 を とげ て い る 。 フ ァ ン ク シ ョ ナ ル な社会シ ス テ ム 理 論を前提とす る

な らば，教育 シ ス テ ム は， こ の 社会変動 と連動 した変貌を とげ る はずだが ， は た して

そ うな っ て い るだ ろ うか 。
い や ， 現代の 教育 シ ス テ ム は ， む しろ逆に ， こ の 変化に強

固に 抵抗 し， 教育の 古い 枠組 み へ
， ます ます 固執 しよ う として い るの で はな い か （例

え ば，現 代学校 に お け る ， ほ とん ど戯画的な まで の 厂管理1 の 強化）。

　現代の 性教育 ブー ム もまた ， そ れ を青少年の 性に対 して 寛容で あろ う とす る ， 教育

シ ス テ ム の 側の 変化の 兆 しとみ な して はな らな い で あ ろ う。 む しろ逆 に ， 青少年 の セ

クシ ュ ア リテ ィ を言説に よ っ て よ りい っ そ う強力に 統制 しよ うとする教育シ ス テ ム の

意志 の 表 出 とみ なすの が適切 なの で はな い だ ろ うか 。

〈注〉

｛1） た だ し，後で も述 べ るが ， 近年 ， 青少年の 性行動 が低年齢化 し，同時に 性非行が

　活発化 して い るとい う通念 は ，必ず しも事実を反映 して い るわ けで はな い
。

（2） 青少年の 性 をめ ぐる問題 を，教育社会学者が研究対象 と して と りあ げ る こ とは ，

　 こ れ まで の と こ ろ皆無 に 近 い とい え る 。 亀山 （1986）， 山村 （1988）が ， そ の 僅少な

　例で あろ う。

（3〕 例え ば ， 竹内 （199D に お ける 「受験の ポ ス ト ・ モ ダ ン化」 の 分析な ど。

（4） 戦前期 に お け る わが 国の 性教育の 状況 と して は中嶌 ・ 田代 （1991）を参照 。

  　例え ば， 昭和前期に お け る岩波書店刊 行の 「講座教育科学』 に お い て も， そ の
一

　冊が 「性教育 の 問題 シ ム ポ ジ ウ ム 』 （野．ヒ・
原田他 1932） に あて られ て い る。

〈6） 文化人類学の 事例と して は ， M ミー ド （1976）『サ モ ア の 思春期』が有名で ある 。

　歴史研究 と して は，例えば ，
ア リエ ス （1980）「〈 子供 〉 の 誕生』に お け る，ル イ 十

　 ；世の 幼少期の 記 録を参照 。
こ こ で は ， 王の家族や 侍従 た ちが 幼王の 性器 を もて あ

　そぶ 情景が描か れ ， 「幼児 ＝ 性的に 無垢 な る もの 」と い う近代的観念を相対化す る の

　に 有益 で あ る 。 な お， こ の 問題 に 関す る欧米の 研究成果 は ， 山村 （1988）を 参照 。

（7） 伝統 的農村共 同体に お け る青少年 の セ ク シ ュ ア リテ ィ の 様態 に つ い て は，中山

　（1983）， 赤松 （1993）参照 。 赤松 は ， 彼自身の 実体験を もふ くめ た 精密な 実地調 査

　に もとつ い て い るた め に， リア リテ ィ は抜群 で あ る 。 逆 に 中山 は ， 詳細 な文献 デ ー
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　 タ の 収集 に 依拠 した もの で あ り， 資料的価値が 高い
。

〔8） 農村共同体に お い て
一

般的に お こなわ れた婚外性交渉の 形態が ， 「夜這 い 」 で あ

　 る。 「夜這 い 」とは ， 女性 に対す る ， 男性の深夜 の 訪問で あ る。 農村の 住宅状況 の も

　とで は ， 未婚の 娘 は親 と寝室を ともにす る こ とが多 い
。 したが っ て ， 娘に 対す る若

　衆 の 「夜這 い 」に は ， おの ずか ら， 娘の 両親の 積極的協力が と もな っ た の で あ っ た
。

　 赤松 （1993）参照 。

（9） 若衆入 りの 「お こ もり」 の 儀式 に お け る ， 村 の 中年の 婦人 に よ る若衆の 実地 指導

　は ， 次の よ うな もの で あ る 。 「…女 が舌 を出す 。 迷 っ て い る若衆をか かえ て 口 を開 け

　 させ ， 舌を入れ る。

… よ い とこ ろで 離 して ，胸 を ひ ろ げ両乳 を 出す。

…そ こで 若衆

　 に お乳 を さ わ らせ ， すわせ た りす る。 ぎご ちな い と…，女の 喜ぶ 吸 い 方や もみ方を

　教え た 。

…お 乳が の め る よ うに な る と， 腰巻を ひ ろ げて 全裸 に な る 。

…
若衆をか き

　上 げ， …乗 っ て くる と，女体の か かえ方や ， 手の 廻 し方…を教え ， 男の もの を っ ま

　 ん で 自分 の 中に入 れ，腰 の使 い方， しめ方 な どを教 えて や る」 （赤松 1993， 78〜79

　頁） と ， ま こ とに詳細を きわ めて い る。

（10） 学校教育の 「性的快楽へ の お それ」の 端的な 例が
， 戦前期の 学校教育に お け る 「マ

　 ス タ
ーベ ー シ ョ ン 弾圧」で あ る 。 木本 （1976）参照 。

（1D　 こ れ らの 家族観 は， しば しば封建的 な もの の 「遺制」 とみ な され が ちで あ るが ，

　近年 の 家族史研究は， こ れ らの 「封建的家族制度」が ， 明治以降の 近代に お い て 広

　範に 普及 した もの で あ る こ とを明 らか に して い る。 小山 （1991）， 牟田 （1990）参照。

　 も っ と も， これ らの 「純潔」や 「貞操」な どの 観念の ル ー
ッ が，「封建時代」に あ る

　 こ と は舎定で きない が ， しか し， そ れ は ， 人 口 的 に は少数の 武士階級の 家族観を支

　配 した だ けで あ り， 大多数 を 占め る庶民層 に はほ とん ど無縁の もの だ っ た ろ う。

（12｝ 例え ば，戦前期の 性教育書 に お い て 執拗 に登場す る の が ， 自慰 の 害に っ い て の 叙

　述で あ る。 煩悶 ， 神経衰弱 ， 癲癇 ， 貧 血， 自殺 ， 不良化 ， 同性愛な どは ， こ と ごと

　 く自慰 に耽溺 した結果 とされ ，
こ の 害か ら青少年を救済するた め に ， 「運動を奨励

　 し， 精神を刺激 した り想像力を興奮せ しめ た りす る小説類 の播読を禁 じ刺激性の 食

　物 や 肉感を誘 うや うな被服寝具を使用せ しめ ぬ 」 よ うに し， さ らに 「止む を得ず，

　常に 監視 を附」 し ，
つ い に は 「常 に手袋

一表面 に刺の あ る一を はめ て 置」か せた り，

　 と い うよ うな方法 も考案 され る （春野 （1920）， IOO 〜 101頁）。 もち ろん 禁止 され る

　 の は 自慰だ け な く， 青少年の 性行動一
般で あ る 。 過 度の 性行為 （過 淫） に よ っ て ，

　 「全身衰弱 し， 視聴力共に衰 え ， 脳 及 び神経衰弱 して 幽鬱症を呈 し」 「消化不 良，心

　悸亢進，皮膚蒼白，歩行困難，運動障害 ， 陰萎 ， 遺精，夢精等 を起 こ し」， は な はだ
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　しきは 「脊髄病， 心臓病 ， 精神病等 を起 こ すに 至 り， また そ の 子孫に 白痴 ， 低能者

　等を生ず るに 至 る」。 さ らに
， 行為の 相手に よ っ て は ，

い まわ しき 「花柳病」を もた

　 らす こ とは い うまで もな い
。 （羽太 ・伊藤 （1921）， 60〜 61頁）

（13） この こ とを如 実に 示すの が ， 文部省 （1986） の 『生徒指導 に お け る性 に 関す る指

　導』で あ る 。 こ の
， 現時点 で 数少 な い 文部省発行の 性教育 （た だ し文部省 は，「性教

　育 」で は な く，「性 に関す る指導」 とい う用 語を もちい て い る）マ ニ
ュ ア ル で は，そ

　の 全編 に わ た り， 「性に関す る指導」と 「性的逸脱 に対する指導」が ， 同
一

視 され て

　 い る。 例え ば ， 「性に 関する 指導事例 とそ の考察」 とい う章 に あげられ て い る事例

　は ， 「男女交際 と勉 強の 板ば さみ に悩 む中学 3年の 男子」，「過度の 自慰 に 悩む男子生

　 徒」， 「ペ ッ テ ィ ン グ等の 性行動 を繰 り返 して い る女 子中学生」，「家出や異性交友を

　繰 り返 して い た女子中学生」，「中学生 の 妊娠」， 「カ ン パ で 友人の 人工 中絶の 費用を

　集め た 女子高校生」， 「売春を行 っ た女子高生」， 「4 人の 男子高校生 に よ る女子高校

　生へ の 集団暴行」， 「中学生 の下着盗」 な ど
。 もち ろん こ れ は

， 文部省の 意図だ けに

　還元で きる もの で は な く， そ れ だ け，教育現場 の要請 も大 きい， と い うこ と な の で

　 あ ろ う。

働　井上 （1991） に よ れば ， 戦前の 女学校に お い て は ， 結婚の ため の 中途退学は ， さ

　 して め ず ら しい こ とで はな く ， 学業を完遂 して 卒業す る こ とは ， む しろ ， 女性的魅

　 力の 欠如の 証拠 とみ な され ， 「卒業顔」 （「不美人」の た め に結婚相手 が み っ か らず ，

　 しか た な く在学を続 けて い た ， と い う意味）な どと揶揄 され た ， との こ とで あ る。

115｝ 有害 コ ミ ッ ク問題に っ い て は ， 福島 （1992a），清水 ・ 秋永編 （1992），月刊 「創』

　編集部編 （ig91）， 中河 ・永井編 （1993）を参照 。

  　青少年条例に 基づ い て 「有害指定」 され た図書 は ， 青少年 へ の販売が禁止 され る

　 と と もに ， 「成人 コ ー
ナ」へ の 陳列が義務づ け られ る 。 しか し， こ の 義務 に反 しな い

　 限 り， そ の 出版や販売 まで が禁止 され る もの で はな い 。

（IT　「子供 た ちに セ ッ ク ス させ る ど ぎっ い 性描写 の 子供向 け ポ ル ノ コ ミ ッ クが ……
，

　猛 ス ピ ー
ドで 子供た ちをむ しばみ ，判断力の 乏 しい 幼 い 子供 の 非行や性犯罪が 引き

　起 こ され て い る」 （1991年 5 月の 第 120回 国会で 採択 され た ， 有害 コ ミ ッ ク規制 に 関

　す る請願 （月刊 『創』編集部編 1991
，

110頁））

（IS 例 え ば，犯罪性向を持 っ 人間が ， 自身の 危険な欲望を ， ポ ル ノ ・ メ デ ィ ア に よ っ

　 て 代償的に 満足 させ る こ とに よ り，性犯罪が 抑止 さ れ る， とい うよ うな 説明 が な さ

　 れ る 。 こ れを支持す る デ
ー

タ と して は ， い わゆ る 「ポ ル ノ解禁」直後 に性犯罪 が減

　少 した ス ウ ェ
ー

デ ン の 例が有名で あ る 。 ポ ル ノ の 効果 に 関す る社会心理学研究の 概
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　 観 と して は ， 小林 （1978）参照。

（19） 性犯罪者 の方が む しろ ， 正常者 に比 べ て ， 青少年期に おける ポ ル ノ ・メ デ ィ ア へ

　 の接触頻度が少ない
， とい うよ うな デ

ー
タ も存在す る。 こ れ は ， 正常者 と，性犯罪

　者の
， 生育 した家庭環境の 違 い をあ らわ す もの とされて い る （すなわ ち，性犯罪者

　 の 方が ， 性的抑圧の 強い 家庭に育 っ て お り ， した が っ て ， ポ ル ノ ・ メ デ ィ ア へ の 接

　 触頻度が 少 な い ）（小林　1978
， 216− 217頁）。

  　青少年層 1こ対す る質問紙調査 に よ る ト レ ン ド分析 の 結果 で は ， 高校生層 に おい て

　は ， 各種性行動の 経験率の最近 の経時的変化は ， 多 くの 項 目に お い て 減少傾向に あ

　 る こ とが ， 確認 され て い る （日本性教育協会編1988）。

  　さ まざまな情緒障害や性犯罪 の 背後 に は， む しろ しば しば ， 性に関す る快楽の 否

　定 ＝一性的抑圧 が存在す る こ とが ， 多 くの 臨床事例 に よ っ て 知 られ て い る 。 例 え ば福

　島 （1992b）は，厳格で 抑圧 的な家庭 に 育 っ た少女が
， 快楽追求的な セ ッ クス を知 る

　 こ とに よ り， 情緒障害に 陥 っ た例 を紹介 して い る 。 こ の 少女 は ， ア ル バ イ トをする

　中で い ろい ろな人の 男女関係を知 っ た り， また ， 恋愛小説を読ん で 考えた りする う

　ち に， 「自分は こ れ で い い ん じ ゃ な い の か」 と思え るよ うに な り， 回復 した と い う

　 （129〜 132頁）。

囲 　た しか に ， 性 をめ ぐる心理 的葛藤や 不安 は，青少年期に 多 くみ い だ され， こ の 事

　実は 「青少年 の未熟 さ」 を支持 して い るよ うに み え る 。 だ が ， こ の よ うな葛藤 の源

　泉 は ， 実は，近代社会に お ける青少年に対す る 「性的モ ラ ト リア ム 」 の 強制 にこ そ

　存在す るの で はな い か 。 実際 ， 多 くの 伝統社会や 未開社会に は ，
こ の よ うな 「青年

　期 の 葛藤」がみ い だせ な い こ とが知 られて い る。 例え ば ，
ミ ー

ド （1976）参照 。

  　日本性教育協会編 （1992） の 質問紙調査に よ れ ば ， 中学 ・ 高校生 の 性 に 対す るイ

　メ ージ は ， 「愛 に 満ち た」「本能的」「自然な 」「人間的」「情熱的」な どの 項目で 1順に

　反応が高 い （46頁）。

  　小倉 （1988） に よれ ば ， 戦後 の わが国に お い て は ， 三 度 の 性教育ブーム （第
一

次

　が 終戦直後 ， 第二 次が 昭和 45年前後， そ して 第三次が 現在）が 存在 した 。 そ して ，

　そ の い ずれ に お い て も， 意図す る と こ ろ は ， 「建前 も， 本音 も， 社会秩序の 維持」

　（162頁）で あ っ た ， とい う。
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