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　The 　purpose　of 　this　study 　is　to　explore 　gaps　between　attitudes 　toward 　gender　ro 艮es 　of 　male 　and

female　students ，　by　using 　such 　critcria 　as　attitudcs 　toward 　role 　relationships 　betw  a 　male 　and

female
，
　 lhe　doublo　 standard 　Qf 　sexual 　 morals

，
皿 e 皿

’
s　lcadcrship　 in　dating

，
　 and 　 encrgy 　ail   ation

te     pation　 and 　 homemaking 　 a 氏er 　 marriage ．　 The 　 survcy 　 was 　 condu 伽 d　in　January， 1990

to　735　university 　students 　in　Tokyo　and 　its　outskirts ．　 The 　major 　findingS　are 　as 董b110ws：

　（1）　 ISRO （The　Index　of 　Sex−Role　Ode 鳳 tation
，
　E．A．　Dreyer　et　at．）scores 　on 　attitudes　toward

rQle 　relationships　bctween　male 　and 　female　point　out 　that　45％ of 　the　fernale　5tudents 　are 　inn（》
vative 藍ype，　but　about 　the　ha】fof　the　male 　students 　are 　trad 互tional 　one ．

　（2＞　Compared 　wi 山 female　students
，
　male 　studentS 　tend 　to　ac   pt　tlle　double　standard 　of 　sex ・

ual 　 moralS ．

　（3）　Female 　students 　expect 　that　males 　play　lcadership　ro 量cs　when 　they 　go　out 　together 　lnorc

than 　 male 　studentS 　themse 置ves 　intend　 to．

　   　 Male　students 　wiSh 　to　allocate　less　energy 　 to　occupation 　than 　their　fathers　do
，
　and 　female

students 　hope 　to　 allocate 　1ess　 energy 　to　homemaking 山 a 皿 dleir　 mo 山 ers ．　 As 　 a 　 resu 艮ち the 　present

tendency 　to　givc　toQ　much 　attachment 　to　occupatien 　for　malcs 　and 　homemaki   f‘）r　fヒmales 　w 皿l

be　relleved 　in　their　married 　life．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　January　5，
1991）
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　1． 序　　論

　近年，働く既婚女性 の 増加 の な か で，「男は 仕事，女

は 家庭」 とい う伝統的な性役割規範は徐 a に 弱 ま っ て き

て い る．しか し，日本社会 に お け る性別役割構造 は きわ

め て 重層的で ，あらゆ る領域 に 性役割規範 が貫徹 して い

るの で ， 性別役割構造が全面的に 改変 され るの は 容易な

こ とで は あ る ま い ，性 に よ っ て 果た すべ きこ とが期待さ

れ て い る役 割 を性 役割規範 とと らえ る と，性 役 割規範は，

職業，家庭，地域社会等 の 領域 に 次 の よ うな形 で 存在 し

て い る．「地位が 高 くて 重要な仕 事 は 男，女 は 補助的な

仕事を す るの が よい 」， 「家庭で の リーダーシ
ッ

プ は 夫，

妻は それ に つ い て い くの が よ い 」，「地域社会 の 団体
一た

とえば PTA や町 内会な ど一
の 代表に は女性 よ りも男性

をす え るの が よい 」 な ど
1）． 男性 と女 性が直接か か わ り

あ う男女交際や性関係 に お て い も，
リーダ ーシ

ッ
プを と

る の は男性 の 役割 で 女性は それ に 従 うの が よ い と され て

い る．性行動 に つ い て は，男性 に は ル ーズ な，女性 に は

厳格な基準が 適用 され て い る．また な に か に つ け ， 男 は
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男 らし く， 女 は 女 ら し くふ る ま うこ とが 期待 され て い る．

　充実 した 生 き方を す る 上 で こ うした 性役割規範が障害

に な る こ とに 気 づ い tc女性 た ち は，こ れ に 対 して 異議申

し立て を始め た．1975年 の 国際婦人年 を境に こ の 動きは

活発 に な り，1980 年代の 後半 ごろ か らは ，男性 に と っ て

も性役割規範 か ら 自由に な る こ とが豊 か な 人 生 を送 る 上

で 不可欠 で あ る と い う主 張
2，3》

もきか れ る よ うに な っ た．

女性が伝統 的 な性役割規範の もとで 抑圧 されて 生きな け

ればならなか っ た よ うに ， 男性 もま た
， 男とい う重 い 看

板を背負っ て 男ら し さに 束縛され て生 きな けれ ばな らな

か っ た か らで あ る，全 体 と して は，伝統的 な男役割か ら

の 解放に 対 し て現代の 日本社会は必ず し も寛容で は な い

が，女性 た ち が こ れ ま で の 役割関係 IC強 く反対 して い る

以上，も う一方 の 性 で あ る男性 もそれ に 応 じ て 変わ ら ざ

るを 得 な くな っ て い る．現代 は，伝統的
＊ な性役割規範

か ら解き放 た れ た 新 しい 男女関係の 創出が追求され て い

か な けれ ば な らな い 時代．とい え よ う．

　 こ う した時代の 流れ の な か で ， 就職， 結婚と人生の 重

要 なで ぎご とを こ れか ら体験 して い か なければならない

若者 た ち は，どの よ うな性役割規範意識 （以 下 性 役 割意

識とい う）をも っ て い る の だ ろ うか．本研究 で は，大学

生 の 性 役 割意識を以下の 諸点か ら と らえ る こ とを目的 と

しナこ．

　  性 役割意識 は い ろ い ろな側面 か らと らえる こ とが

可能 で あ る が ，こ こ で は ， 男女の 役割関係の あ り方に つ

い て の 意識， 性モ ラ ル の 二 重基準の 有無， 男女交際に お

け る 男性の リ
ーダーシ ッ プ に 対す る こ だ わ りを ， 男女別

に 把握す る．近年．夫 婦 の 間 で 妻の 意識 が急激 に 変化 し

て お り，変わ ら ない 夫 との 間 に 大きなギ ャ ッ
プ の あ るこ

とが問題 に な っ て い るが，大学生に もそ の よ うな 男女 間

の ギ ャ ッ
プ がみ られ る の か ど うか に 注 目す る．

　   男女の 役割関係 の あ り方に つ い て の 意識 は ， 親 の

役割関係の 影響を受けて い る こ と が想定され るの で ， 母

親の 職業歴 との関連をとくに 重視する．

　   性役割意識に は 変化 しや す い 側面 となか なか 変わ

＊
本研究 の 伝 統 的 と い 5 こ と ば は ， 性 に よ っ て 役割 を

　決め て い く態度 や 考 え方 を 表す 場合 に 用 い て い る．

　現代の 日本 で は ，さ ま ざ ま な 領 域 に お い て ，こ 5 し

　 た 習 慣 や慣 習 が 存 続 して い る．こ れ に 対 して ，役 割

　を 性に よ っ て は っ き り と区 分 しな い で ， 出産 以 外は

　男 女 と も同 じ よ うな 役 割 を こ なせ る よ うに な る こ と

　 が 望 ま しい と い う考 え方が あ る．1975年以 降 強 く現

　れ て きた，い わ ゆ るフ 呂 ミ ニ ズ ム の 立場 で ， こ うし

　 た態度 や 考 え方 を 革新的 とか 平等 主 義 的 と い うこ と

　 ば で 表 して い る．

らない 側面があ る と思わ れ る．三 っ の 性役割意識 の な か

で，どの 側面 の 革新化 が最 も遅い の か とい う点 に つ い て

も言及 す る．

　  男女の 役割関係 を エ ネ ル ギーの 配分 とい う面 か ら

み る と，男性 は 仕事に 女性 は 家 庭 に 偏 りすぎて い る とい

わ れ て い る．結婚後， 仕 事， 家庭，余暇 ， 社 会参加 活動

の 4 領域 に どの よ うな エ ネ ル ギー
の 配分を した い と考え

て い るか を両親の 現実の エ ネ ル ギー配分 と比較す る こ と

に よ っ て ，ある役割を極端 に 重視す る傾向が 大学生に も

み られ るか ど うか を 明 らか に す る，さ ら に，伝統的な性

役割規範 ｝こ対抗 し た エ ネ ル ギー
配分を志向す る ，家庭 に

職業と同 じか それ 以 上 に エ ネ ル ギ
ー

を 注ぎた い 男子 と，

職業 に 家庭 と同 じか それ 以上 に エ ネ ル ギ
ー

を 注 ぎた い 女

子の 特像も明 らか に し た い．
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　2． 胴査の 方法と対象

　調査は ， 知り合い の 教員の 協力を得て
， 都内お よ び そ

の 近郊 に あ る四年制 の 私立大学 6校 と国立 大学 4校で実

施 し た．時期 は 里990 年 1 月 で あ る．調査対象 とな っ た

の は ，それらの 教員 が担当 して い る社会学 ， 家 族社 会学，

生活科学概論などを受講 し て い る学生で ，授業終了後調

査票を配付 し 10〜20 分程度で 記 入 し て も ら い ，そ の 場

で 回 収 した．留学生，既婚者，未記入 の 多 い 者 等 19票

を除 く735 票を有効 と した．

　対象者の 性別は ， 男子 48，2 ％，女子5L8 ％で ある．

学年 は 1年生が 46，5％で最 も多 く， 以下 3年生，2 年

生，4 年生の 順 に な っ て い る．年齢 は 且8歳 か ら 26 歳 ま

で 分 布 して い るが，19歳か ら 21 歳 ま で で 75．6 ％ を 占

め て い る．文系と理系に わ け る と，理 系 11，7 ％，文系

88．3％ で文系 の 学生 が 中 心 で あ る．住まい は 自宅 が

53，7％ ，
ア パ ート ・

学生寮等 が 45．9 ％ で あ る．対象者

の 出身高校の 所在地 は 全 国に わた っ て 分布 し て い るが，

東京都と神奈川県がとくに 多く，関東地域だけで 65．8％

に なる．中 ・高校が男女共学 で あ るか どうか が性役割意

識 の 形成 に 及ぼす影響 は大 きい と思わ れ る が ， 本対象者

の 場 合，出 身中 学 の 91．4 ％ が 男 女 共 学 で あ る．高校 に

なる とそ の 割合は 70．9％ に 低 下 して い る、対象者 の 家

族 的背景に つ い てみ る と，き ょ うだ い 数は 本人 を含め て

2 人 が 6且．2％ で 最 も多 い．父親の 平均年齢は 52 歳，母

親 は 48，5歳で あ る．父親の 学歴 は 大学卒以上 が半数 ，

母親は 高校卒が半数で 最 も多 い が，短大卒以上 も34％

を占め ，両親の 学歴 は 比 較 的 高 い ．父 親の 32，4 ％ は会

社 の経営者 ・役員 で あ る．母親 は 7割近 くが働い て い る

（表 1）．

（950）
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表 1．調査対象者の 特徴 （％）

（1）性　別 （2）学 　年 （3）出 身 中学 お よ び 高 校 は 共 学 か

男子 女子 1年 　 　2年 　 　3年 　 　4 年 　 不明 共学校 　　男子 校　　女子校

48．2 51．8 46，5　　　13，7　　　30．59 ．00 ．3 学

校

中

高

91．470

，8

2．212

．7

6．416

．5

（4）出 身 高校 の 所 在地

東 京 神奈 川 　　埼 玉 千 葉
そ の 他
の 関 東

中 部 関 西
　 　 　 北 　 海

北 陸 ・東 北 ・　 中 国 ・四 国 ・
　 　 　 　 　 　 　 　 　 外 国
道 　 九 　 　 　 　州

28，6 15．5　　 6．3 8．7 6．7 8，0 5．9 8．1 1L9 0，3

（5） 父 親お よ び 母 親 の 職 業

経 営 者 ・
役　　員

常勤 の

雇用者

パ ート ・
臨時雇 い

自　 営 ・
家族従業

内　　職
・

ア ル バ イ ト
無職 不明

父 　 親

母 　 親

32．43

．0

51．115

．2

0．627
．0

14．816

．3

0．37

．3

0．73LO 0．10

．1

（1）〜（4）： N ＝ 735．（5）： 父 親 の 職 業 は ，父 は い な い 26 名 を 除 く，N ＝709．

く，　iV ＝フ29．
母 親 の 職 業 は ， 母 は い な い 6 名 を 除

　3・ 分析結県

　 （1）男女 の 役割関係の あ り方

　男女の 役割関係の あ り方に 対す る意識を 把握す る た め

iこ ，Dreyer らが 作成した 性役割志向性尺度 （The 　lndex

of 　Sex−Role　Orientation 略 し て ISRO ） を活用 し た 4 〕s 〕，

これ は，家庭の 内外 に お け る伝統的な習慣や慣例 に そ っ

た性役割規範の 改変や ， 女 性 も家 庭 と職業 の 両 立 を 通 し

て 人間的成 長を 達 成す る こ とが で き る とい う意 識 が どの

程度あ るか を と ら え よ うと し た も の で あ る，質問 は 16

項 目か ら構成され て い る （表2 ）．回答 の 選択肢は，「非

常 に 賛成 」， 「や や賛成 」，「ど ち ら で もな い 」，「や や 反

対 」，「非常 に 反対」の 5 段階 で，それぞれ の 回 答 に 1点

か ら 5 点 ま で の 点数を与え た．た だ し，4，6，8，10，13，14

は 配点 を逆 鞋 させ て い る．得点が 5 点 に 近 い ほ ど革 新 的，

1点 に 近い ほ ど伝統的性役割意識 を もっ て い る こ とを 表

して い る．

　い ずれ の 項 目に お い て も女子の 得点の ほ うが高 く，女

子 の ほ うが俵統的性役割規範か らの 自由度 が高 い こ とを

示 して い る．項目別に み る と，男子で は 「男 で も女で も，

同 し仕事 に 対 して は 同 じ賃金が支払わ れ るべ きだ」の 得

点が 4．4 で 最 も高 く， 次が r女性に も男性 とま っ た く等

し い 雇用 の 機会 が 与えられ るぺ きで ある」 （4．0） とな っ

て い る．こ の 二 つ の 項 目は ，女 子 に と っ て も得点 の 高い

上位 二 つ を占め て お り， 雇用機会の 均等 と同
一

労働同
一

賃金 に つ い て は 男女で 差別が あ っ て は ならない とす る 意

識 が 男女 と もに 強い ．また ， 伝統的意識の 強い 2項 目 も

男女 と もに 同 じで あ る．「肉体的な 重労働 が 女性 PC向 か

ない よ うに ， 精神的 ， 感情的特質ゆえに 女性 に 向か な い

仕事 もい ろ い ろ あ る」 と 「母 親が働い て い る と ， 就学前

の 児童 に は 害の お よぶ こ とが あ る」 は ，男女 と もに 2 点

台 で，女 子の 場 合 2 点台 は こ の 2 項 目の み で あ る．性 に

よ っ て 向き不向きの 仕事が あ る とい う男女特性論 と，子

ど もが 小 さい と きは 母の 手で とい う母性神話は ，若い 世

代 に か な り強 く内 面 化 され て い る．男子 の 場 合 は ，他 に

も 2点台の 項目が 四 つ あ る．「子どもを生むの が 女の 証

し」，「特別 な ケ ース を 除 き，妻が料理 や掃 除 を や り，夫

が家 族 の た め に 金を 稼 ぐぺ きだ 」，「重要な 仕事を 数 々 抱

え て い て も，女性の 本来い るべ き場所 は 家庭 」，「女性 は

自分 の キ ャ リア を 考え る よ り も，まず育児 と家事を 自分

の 仕事 と心 得 る べ きだ 」t で ある．女 子 の 場合，これ らの

項 目の 得点 は 3．2 か ら 3．8 の 間 に 分布して い る，家事 ・

育児は 女の 仕事 とい う考え 方が 男子 に は 強 くあ り，女 子

との 間 に か な りギ ャ ッ プの あ る こ とが理 解 で きる．雇用

機会や 賃金 は 男女平等で あ るべ きだが ， 家事 ・育児責任

はや は り女 に あ る，とい う男子の 考 え方 は ，働 く既婚女

性 に 二 重の 負担 を強 い る こ とに つ な が っ て い く．

　性役割志 向性 を 全 体的 に と らえ，それ が どの よ うな変

数 の 影 響 を受 け て い るか を 明 ら か に す るた め に
，
16項 目

を合計 して ISRO 得点 と し た．得点は 22点か ら 80 点

まで の 間 に 分布 してい た．全体が 3等分に な る よ うに 区

（951）
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表 2．ISRO の 男女別各項目得点

男子　 女子　全 体

　 L 女 性 は 家庭 の 管 理 に あ た る べ 　3，4 
　　 きで あ り，国家 の 管 理 運 営 は

　　 男性 に 任 せ て お く ぺ きだ ．

　2．女 性 が キ ャ リ ア を 求 め る な ら　3．5  　4．1 
　　 ぱ ，大 方 の 女 性 は 子 ど もを 持
　 　 つ べ き で は な い ．
　3．母 親が 働 い て い る と ， 就 学 前　2．4  　2．6 
　　 の 児童に は 害 の お よ ぶ こ と が

　　 あ る ．

　4．仕 事 を 持 つ と い うこ と は
， 自　3．3  　3．・7 

　　 分 自身 の 人 生 を 生 きて い る と

　 　 い う こ と だ ．

　5 ．子 ど もを 生 む こ とが 女性 の 証　2，8  　3．2 
　 　 しで あ る．

　6・キ ャ リ ア を求 め る 女性 に と っ 　3．4  　3，7 
　　 て ， 出 産 や 育児 が そ の 障 害 と

　　 な る こ と が あ っ て は な ら な い ．
　7．特 別 な ヶ 一x を除 き，妻 が 料　2．　8  　3，8 
　　 理 や 掃 除 を や り，夫 が 家族 の

　　 た め に 金 を 稼 い で く る ぺ きだ．
8．女 性に も男性 と全 く等 しい 届　4．o  4．4 

　　 用の 槻会 が 与 え ら れ る べ きで

　 　 あ る ，
9．女性 は 家 に い て ，子 ど も の 世　3．3  　3、7 

　　 話 を して い る 方 が ず っ と 幸 福
　 　 で あ る ．
10．働 く母 親 で も，働 い て い な い 　3．6 
　　 母 親 と 全 く同 じ よ うに ， 子 ど

　　 も と の 間 に あた た か な安 定 し

　　 た 関係 を 確 立 す る こ と は で き
　 　 る．
IL 女性 は 自分 の キ ャ リア を 考 え　2．9  　3．6 
　 　 る よ り も ， ま ず 育 児 と 家 事 を

　　自分 の 仕 事 で あ る と 心 得 る ぺ

　 　 き で あ る．
12．重要 な 仕事 を 数 々 抱 え て い て　2．8  　3，5 
　　 も ， や は り女 性 の 本 来 い る べ

　 　 き場 所 は 家 庭 t の で あ る ．
13．私 は，夫 が 家庭 の 雑 用 を うけ　3．1  　3．7 
　　 も ち

， 妻 が 家計 を まか な っ て

　　 もい い と，思 う．
14．男で も女 で も，同 じ仕 事 に 対　4．4  　4．・7 
　　 し て は 同 じ賃 金 （報 酬 ） が 支
　　払 わ れ る ぺ き だ ．
15．私 は ， 妻に 働 か せ て 自分 は 家　3．2  　3，7 
　　で 子 ど もの 世 話 を す る よ うな

　　男性 を尊敬す る こ と は で き な

　 　 い ．
16．肉 体 的 な重 労 働が 女 性 に 向 か 　2．O  　2．3 
　　な い よ うに

， 精神的 ， 感 情 的

　　特 質 ゆ え に 女性 に 向か な い 仕

　　事 もい ろ い ろ あ る と い うこ と

　　を，女性 自身 が 自 覚す べ き で

　 　あ る 、

4．2  　 3．8

3，8

2．5

3，5

3，03

．6

3．3

4．2

3．5

4．1  　 3，9

3．3

3．2

3．4

4．5

3．4

2，2

E ・A ・Dreyer ら が 開 発 し た ISRO （The 　Index　of　Sex．
Role 　Oricntation）に よ る．日本 語 の 質問文 は ，文 献
5）に 掲載 され た もの を使 用 し た．回答 の 選 択 肢 は 「非
常 に 賛 成」，「や や 賛成 」，「ど ち らで もない 」，「や や 反
対」，「非 常 に 反対」 の 5 段階 で，得点 が 5 点 に 近 い ほ

ど革新的 ， 1 点 に 近 い ほ ど伝統 的 性 役 割 意 識 を も っ て
い る こ と を示 して い る ．い ず れ の 項 目 もPくO．　05 で 男
女 間 の 有 意 差 が 確認 さ れ た．○ 内 の 番 号 は ，得 点 の 高
い 項 目か ら 順 に つ け て い る ．

分 し，50点 ま で を伝統型，51点か ら 60点 まで を中間型，

61点 以 上 を 革新型 と名 づ け た
＊ ＊．伝 統型は ，全体 と し て

「男は 仕事，女 は 家事 ・育児」 とい う 性役割規範を支持

し 肯定す る態度 を も っ て い る．革新型 は ， 伝統的 な性役

割規範に否定的 で ，男女平等意識 が強 い ．中間型 に は ，

性役割規 範 に 対す る 肯否の 程度が 中間的 な 場合 と ， あ る

伝統的な性役割規範 の 項 目に は否定的で あ るが，他の そ

うした項 目ee｝X肯定的 で あ る など， 項目に よ っ て肯否の

態度が 異な る場合とが 含 まれ て い る．伝統的 と も革新的

と も認定 し が た い タ イ プ で あ る．これ らの 3 パ タ ーン を

男 女別 に 見 る と，男子の 約 半 数 は 伝 統型 で 革新 型 は

IZ7 ％に すぎず， 逆 に 女子で は革新型 が 45．1％ に もな

り，伝統型 は 2 割に 満 た ない （図 1）．全 体的 に と ら え

る こ と に よ っ て ， 男子 は伝統的性役割志向性 ， 女子は 革

新的性役割志向性 を も っ て い る者 が 多い と い う，男女間

の ギ ャ ッ プが きわめ て ク リ ア に な っ た．

　性役割意識の 形成 に は家族，学校教育，マ ス メ デ ィ ア

等さま ざま な 要因が関与 して い る と思われ るが，なか で

も家 族の 影響力 は 大きい もの があろ う．子 ど もは 家庭生

活 を 通 し て ，父親や 母 親か ら男女の 役割を自然 に 学び 取

っ て い く．この よ うに して 身に っ け た もの は なか なか 変

わ りに くい．幼い こ ろ か ら母親が 就業 して い る家庭 と専

業主 婦の 家庭 で 育 っ た 子どもで は ， 男女 の 役割に対す る

認識 に差があ り， 前者の ほ うが 「男は 仕事， 女は 家事 ・

育児」とい う伝統的 な性役割意識 は 弱い こ とが予測 され

る．母親の 職業歴 は，対象者の 発達段階 の 六 つ の 時点

（幼児の こ ろ，小学校低 学 年 の こ ろ ， 小学校高学年の こ

ろ，中学 生 の こ ろ ， 高校生 の こ ろ，現在 ） に お け る母 親

の就労の 有無を組 み 合わせ る こ とに よ っ て，次の 四 つ の

バ タ
ー

ン に 分けた．

　継続就業型 ： すべ て の 発達段階 に お い て 母親 は就業 し

　　て い る （3L6 ％）

　再就職型 ：小学校低学年以降の どの 段階 でか 仕事に 就

男子

犠、鯖 L馬儲 L 驀1鯖 1、。，

（350）

26

一 1圉■囿■■圉■ （・791

　　　 図 L 男女別 ISRO パ タ
ーン （％）

　　Pく0・05
， CrV＝0．36403．不 明 6 名 を除 く．

（952 ）

＊＊ 東 清和 ら の 「性役 割 志 向性 （ISRO ）に よ る測定 と 診

　 断 ∫
）

を 参考 に 分類 した ．
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　　 き，現在 まで 続けて い る （33．　1％）

　 その 他の 就業型 ： 発達段階 の 六 つ の 時点の ど こ か で
一

　　度は就業 し，止め た 経験をもつ （15．　3％）．70．　9 ％

　　 は 現在無職で あ る

　専業主婦型 ： すぺ て の 発達段階 にお い て母親 は 無職 で

　　あ る （20．0 ％）

　 こ れ らの 職業歴 と ISRO パ タ
ー ン の 間 に は，女子 の

場 合の み 有意差 が 認め ら れ た （図 2 ），革新型の割合 は

母 親 が 継 続就業型 で 最 も高 く，以 下 再就職型，専 業 主 婦

型 ， その 他の 就業型 の 順 に な っ て い る．そ れ に 対 して，

伝統型の 割合 は母親が専業主 婦型で最も高く，そ の 他 の

就 業型，再就職型 と続 ぎ，継続就業型で 最も少ない ．す

なわ ち ， 母親が 職業と どの よ うに か か わ っ て 生 きて きた

か が，娘 の 性役割志向性 の 形成に 大きな影 響を与え て い

る こ とが 明 らか に な っ た ．ま た 女子 は，学 年 が 上 が る に

つ れ て 革新型 の 割合が 増 え て い る が， 男子 で は その よ う

な 傾 向 は 確 認 され な か っ た （図 3）．こ の よ うな結果が 現

れ た の は，女子 の 場合 ，大学 生 活 に 慣れ る に 伴い ，女の

継 統就 業型

再 就 職 型

その 他の

　 就業 型

伝 統 型 」中 間 型 」 革 新 型 1（N）

　 　 　 　 II ．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 lf；

脚 婦 型

麟
．3° 6 　 　 33・° 　 　 364

厂

図 2．母親 の 職業歴別 ISRO パ タ
ーソ （％）

一
女子

一

Pく0．05， CrV ＝0」 7078・ 母 親は い な い お よ び 不明 の 13

名 を除 く．母 親の デ ータ は 調査対象者か ら 得た もの で あ

る．

役割を家事
・
育児 に 拘束す る社 会規範が将来 の 自己 実現

を 妨 げ る壁 に な っ て い る こ とを 認識 す る機会 が増え るた

め で は ない か と思わ れ る，高校の と き男女共 学 で あっ た

か どうか，お よび 父親 の 学歴 と ISRO パ タ ー ソ の 間 に

は男女 とも有意差 が確認され な か っ た．し か し，母 親 の

学歴 との 間 に は 女 子の 場 合 に の み 有 意差 が 確 認 され

（p〈0．05，CrV ニ 0．11707），革新型 は母親 が 低 ・中学歴

の ほ うに 多 くな っ て い る．こ れ は ， 低
・
中学 歴 で は 継 続

就業 型の 割合が高く，高学 歴 で は専業主婦型の 割合 が高

い とい う，母 親の 職業歴 が反映 した 結果で あ ろ う （P＜

0．05，CrV ＝ O．　24631）．

　（2）性 モ ラ ル の 二 重基準

　女性 に は 厳し く男徃 に は ル ーズ な 性 モ ラ ル の 二 重基準

が一
般庶民に まで 浸透す る よ うに な っ た の は，「家」 制

度 成立 以降の こ とで あ る．天皇制国家を支え る基礎 と し

て 1898 （明 治 31） 年 に 「家 」制度 が 確 立 し，武士 や 町

人 の 上 層階級の 儒教 的 な 家 族道徳 を一般庶民 も守 る こ と

が 義務づ け ら れ た
7｝．そ の 「家」 を 内側 か ら支える役割

を 果た し た の が 良 妻賢 母 主 義 で あ っ た．「夫 tt対 し て は

貞節 を尽 くし，夫の 両親に は 真の 父母の よ うに 交わ り，

跡継ぎを 生 ん で 家 の 存続 と安定を は か る」 こ とが理 想的

Clog）女性 とされ，教育を通 して 徹底 して 教え こ ま れ た
S，．結

　　婚前の 男女 の 貞由な交流は 禁 じられ，結婚 に さい し て は

（128｝
処 女 性 が 尊重 され．離婚 し た 女性 に 対 し て は 「出戻 り」

　　 とい うレ
ッ テ ル が は られ ， 夫の 死 亡後は 「二 夫に まみ え

　　ず 」 生きて い くこ と がよ し と さ れ た 9）．す なわ ち，女性
（47）

　　の 性 は 徹底 し て 抑圧 され た の で あ る．一方男性 に は ，性

　　的遊 び 場 と して の 遊郭 が あ り， 愛人 を持つ こ とは 「男の

〔88）
　　甲斐性」 と して 容認 され た

Lω ．こ うした 性 モ ラ ル の 二 重

　　　伝 統 。 1 中 間 。 1。 新 。 1（rv｝

　　　　　　　
pt
　　　　　　

’
　　　　　　 ｝

1 年生 　　213 　　　 　　 42．1　 　　　 　　 366 　　 　 （216｝
　　 1

2 年 生

3，4年・生

図 3．学年別 ISRO パ タ
” 一 （％）　一女子一

♪く0．05
，
CrV ＝O．16339． 不 明 8 名 を 除 く．

（63）

〔94｝

基準は ， 戦後の 日本国憲法 の 制定 や 現行民 法 の 施行 に よ

っ て ， 制度的基盤を 失 うが，い っ た ん 人 々 の 意識 の な か

に 内面化 された 考 え方 は なか なか 変わ りに くい と思われ

る．

　本調査 で は，配偶者以 外との 婚前交渉，婚外交渉 ， 配

偶者 に 先 立 た れ た 高齢者の 結婚を，夫 と妻そ れぞれの 場

合 に つ い て どの 程度容 認で きるか を 4 段階に 分け て聞 い

た．項 目別 に み て もっ と も許容度が高 い の は，「配偶者

｝こ 先立 たれ た高齢者の 結婚」 で ，許容度が低い の は 「婚

外交渉」 で あ っ た．わ が国が一夫
一

婦制 で あ る こ と， ま

た 異性愛に は 独 占欲や 排他性が 伴 うこ とな どか ら判断す

る と ， 婚 外 交渉に 対 す る許容度が 低 い の は 当 然の 結果 と

い え よ う．男女差が 確認 さ れ た 項 目は，「夫 の 結婚前 に

お け る配偶者以外 と の 性関係 」（表 3の 1）と 「夫の 婚

外交渉」 （表 3 の 3．）で あ っ た．い ず れ も男子の 許容度

（95s） 27
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表 3．性 モ ラ ル の 二 重基準 ・男女別各項 目得点

男子　女子　全体

　 　 　 　 　 女　 子

（％｝　100　　80　　60　　40　　  　　　O

1

2

3

4

5

6

結婚 前，夫 が 他 の 女性 と 性 関 係

を も っ た こ と が あ る
1

結 婚 前 ， 妻が 他 の 男性 と性関 係

を も っ た こ と が あ る．

夫 が 妻 以 外 の 女性 と 性 関 係 を も
つ （浮 気 を す る ）

串

妻 が 夫 以 外 の 男 性 と 性 関係 を も
っ （浮気 を す る ）

妻に 先立た れ た 60 代 の 夫 が 再

婚 す る

夫 に 先 立 た れ た 60 代 の 妻 が 再

婚 す る

3，4 　 3．2 　 3．3

2．9 　 3．0 　 3．0

2．1　 L6 　 1．　B

1．6　 L6 　 1．6

3．5 　 3．5　 3，5

3．5 　 3．5 　 3．5

回 答 の 選 択 肢 は 「容認 で き る」，「ま あ 容認 で き る 」，

「あ ま り容認 で きな い 」，「容認 で き な い 」 の 4 段階．

そ れ ぞ れ に 4．3，2，1 の 各 得点 を 与 え た ．得点 が 高 い ほ

ど許 容 度 が 高 い こ と を 示 し て い る．率
ρ＜O．05

の ほ うが高くな っ て い る．と こ ろ で ，
こ こ で重視した い

の は ， 個人が もつ 性 モ ラ ル の 二 重基準 で ある．三 つ の 領

域 で 夫 IC許容 され る度合 の 得点 （表 6 の 1， 3，5） の 総和

と饗 に 許 容 され る 度合の 得点 （衷6 の 2，4，6） の 総和 の

差を，その 人の 二 重基準得点 と した
m ．マ イ ナ ス 得点

は 妻に 許容され る 度合 の ほ うが高 い こ と，0 は 二 重基

準がな い こ と，プ ラ ス 得点は 夫 に許容され る度合の ほ う

が高い こ とを表し て い る．得点 は ，

− 2 か ら ＋ 9 まで の

間 に 分布 し て い た．0点が最 も多 く65．2％ ，

− 1点と

一2 点が 2，5 ％， 1点 か ら9点 ま で が 30．8 ％で あ っ k ．

− 1 と
一2 は 二 重基準 は あっ て も伝統的 で は ない の で ，

0 と合わせ て 二 重基準な し とし，ブ ラ ス 得点の 者を 二 重

基準あ り と した．男女 別 に み る と，女 子 の 80．4 ％ に は

二 重基準は な い が，男子の その 割合 は 57．　1％ に す ぎな

い ．男子の 42，9 ％ は ， 妻 よ り も夫 に鴬す る 許容度が 高

い 性 モ ラル の 二 重基準を もっ て い る （図 4 ）。また，女

子の 揚合は ， 学年が上 が る に つ れ て二 重基準な しの 割合

が高くな るが，男子の 場合は その 逆 で，二 重基準ありの

割合が 高くな っ て い る （図 5 ）．男子 は 学年 が進 む に つ

85

s7

　 　 　 男　子

0　 20　 40　 60　 80 （％）

1年 生

2年 生

3，4年 生

66．1

63．9

49．7

図 5．学年別性モ ラル の 二 重基準 「な し」 の 割合 （％）

男 子 ：Pく0．05，CrV＝　o，　16067．女 子 ；P＜0・05，　 CrV ・＝

0，13625，男 女 と も不 明 は 除 く．二 重 基 準あ り の 割合 は，

各学年 と も 100％か ら 「な し」 の 割 合 を 引 い た 値 で あ

る．

表 4．男女交際に お け る男性の リ
ーダーシ ヅ ブに 対す る

　　　こ だ わ り ・男女別各項目得点

男 子　 女子 　総 合

19

一

34
昌

デ イ トで ほ 男性 が リーダーシ ヅ

プ を と る

男性の 方が 知的 に 優れ て い る
＊

デ イ トの 誘い は 男性 か らす る
寧

プ 卩 ボ ーズ は 男性 か らす る
8

2．6 　 2．7　 2．6

1．82

．12

，5

2．62

，32
．9

2，22

，22
．7

　 　 　 　 　 　な　 し　 　 　 　 　 　 　 　 あ　 り　 　　 　 （N ）

・ 子■■圈■■回訃 ・

女子■■回 ■■回 岡

　　図 4．男女別性モ ラル の 二 重基準の 有無 （％）

　 p＜O．05
， φ＝0．25250．不明 17名を 除 く．

28

回答 の 選 択 肢は 「非常 に 1 視す る 」， 「まあ 重視 す る」，

「あ ま り童 視 しな い 」， 「ま っ た く重視 し な い 」 の 4段

階．そ れ ぞ れ に 4，3，乳 1 の 各得点 を与 え た ．得 点 が 低

い ほ ど ， 男性の り一ダシ g ブに こ だ わ らな い こ と を 示

して い る．串
ρく0．05

れて ， 伝統的な性 モ ラ ル をもつ よ うに な るこ とが示 唆 さ

れ た．

　（3）男女交際に お け る 男性 の リーダーシ ッ プ

　わ が国 で は，恋愛 ， 結婚に お け る女性 の 受け身規範 が

強い とい わ れて い る．東京都の 調査
12）

に よ れ ば，「結婚

の 申し込 み を 女性か らす る 」 こ とに 未婚女達の 7 割近 く

が 抵抗を 示 して い る．本研究で は ，男女交際 に お け る 男

性 の リーダーシ ヅ ブを 4 項目で把握 し た （表 4 ）．男子

は，「男性 の 知的優位性」 に 対す る こだ わ り が最 も少な

く， 「デ イ トに お ける 男性 の リ
ーダーシ ッ プ 」に 最 も こ

だ わ っ て い る，女子は ，「デ イ トの 誘い は男性」 に 対す

るこ だわ りが比較的少 な く，「プ ロ ポーズ は男性」 に対

する こ だわ りが最も強い ，男女差が確認 され た項 目は，

「男性の知的優位性」，「デイ トの 誘い は 男性か ら」，「プ

ロ ポ ーズ は 男性か ら」の 3項 目で，いずれ も男子 の 得点

の ほ うが低 く，リ
ーダーシ ッ プ に 対 す る こ だ わ りは 男性
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・ ・■囲凾■■圈騒 謝 ・

図 6．男女別男女交際に お け る男性 の リ
ーダー

シ ヅ プに

　　　対す る こ だわ り得点 （％）

PくO．05，CrV ＝O・25706・不 明 2 名 を除 く．

の ほ うが 少な い ．

　男女交際に お け る 男性の リーダーシ
ッ

プ 意識を全体的

｝こ把握す るた め に ，4項 目の 得点 を 合計 し，男性の リー

ダーシ ッ プに 対す る こ だ わ り得点 と し た ．全 体 が ほ ぼ 均

等 に 3 区分 される よ う に ，4〜8 点を低得点群 ， 9，10点

を中得点群，11〜16点を高得点群 として，男女別比較 を

行 っ た．結果 は図 6 に示す とお りで ， 男子 は低得点群が

40，3％ と最 も多い の に 対 し， 女子 は 高得点群に約半数

が 集中 して い る．男 女 交際 に おけ る男性 の 優位性 や リー

ダー
シ ッ プに 対す る 女子の こ だ わ りは ， 男子が意識 し て

い る 以上 に 強く，男女間の ギ ャ ッ
プは 大きい こ とが 明ら

か に な っ た．女 子 の 受 け 身規範 の 強 さ は，女子 に と っ て

は 異性交捺を 通 じて 豊 か な人間関係を育 ん で い く機会を

狭め る こ とに なろ うし，常 に リ
ーダー

シ ッ プを発揮 し な

けれ ば な らな い 立 場 に お か れ る男性 ICとっ て は，か な り

の 煩わ しさや ス ト レ ス を感 じる こ とに な ろ う．

　 （4）三 側面 に お け る 革新化の 状況

　 女 子 の 場 合，「男は 仕 事 ， 女 は 家 事
・育 児 」 と い う 二

分法的性役割観か ら派生 して く る社会 や 家庭に お け る役

割関係 の あ り方，性 モ ラ ル の 二 重基準 に つ い て は，男子

よ り も革新化の 度合 が 大 きい ．しか し，男 女交際に お い

て は，男性 に 対す る依存意識が強 く男性 の 優位性 を 期待

し て い る．一
方男子 は ，男女交際 に お け る 男 性 の リ ー

ダーシ
ッ

プ に はあま りこ だ わ っ て い ない が，男女 の 役割

関係の あ り方や性 モ ラ ル の 二 重基準に つ い て は ， か な り

伝統的 で 女子 よ りも革新化 が 遅い ．

　（5）結婚後 の エ ネ ル ギー
配分

　父母が職業，家庭，余暇，社会参加 の 4領域 に どの よ

うに エ ネ ル ギ ーを ふ りわ け て い る か に つ い て ，4 領域の

合計が 10 に な る よ うに 調査対象者 に 答えて もら っ た　
13 ｝。

対象者 の 認知 に よ れ ば，父親 は 職業 に 5．9 と最 も多くの

エ ネ ル ギ ーを注ぎ，家庭は 2．0，余暇 1．6 で ，社会参加

に は ほ とん ど エ ネ ル ギーがふ り向けられ て い な い．母親

は，家庭 に 5．1 と最 も多 くの エ ネ ル ギ ーを注 ぎ，職業は

杜 会参加

職

業

5．9
父 親

一…一一・一・・一一・一一
母親

2，5
，
卜．，L
　
 P■．，噛9■・噸99

’
’ 052 ，0

、噛■、艦　 ■幽
　 　

■、、
　 　 　

，「隔．

0．8 、・，
　 　

層r　　■
　，r．’」

「「
．幽■7

　 〆
’・ノ 5．1．r■“甲

1．6
．齟一

家庭

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 余
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 暇

　　 図 7−L 父親 と母 親の エ ネ ル ギ ー配分 の 現状

調 査 対 象 者 が 認 知 し て い る 父 母 の エ ネ ル ギ ー配 分 の 現 状

で あ る．4領 域 の 合計は 10 に な る ．

社会参加

臓

業

　　　　　 男子

………・一・…一
女子4．o3

．1
　 　 ’　

丶
　 『

，■P●■馬
，■，噛巳辱「鹽

’ 1』 2．6
■，「■．

　 ■
1．2 丶

、

　 ノ　　　　　 家　・
／ 3．4

，．．齟卩
，昌「，’

2．32 ，4

家庭

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　余
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 暇

図 7−2．男女別結婚後の エ ネ ル ギ ー配分 に つ い て の 意識

4領 域 の 合計 は 且0 に な る．

2，5
， 余暇 L6 で ，や は り社会参加 に ふ り向け られ て い

る エ ネ ル ギ ーは少ない （図 7−D ．父親 は職業重視， 母 親

は 家庭重 視 の 傾 向が 明 瞭 に 現れ て い る．父親 と母親を 比

ぺ る と ， N 親 が家庭 に 注 ぐエ ネ ル ギ ー （5．1） よ り も 父

親が職業に 注 ぐエ ネ ル ギー （5．9） の ほ うが 多 く， 父親

の 職業 へ の 偏 重 は顕 著 で あ る．

　で は 対象者自身は ，将来結婚して 家庭をも っ た 場合 ど

の よ うに エ ネ ル ギーを 配分 した い と考え て い るの だ ろ う

か．男子 は，職業 4．0，家庭 2．6，余暇 2．3， 社 会参 加

L2 とな っ て お り， 父親よ りも職業に 注 ぐエ ネル ギ ー
を

減 ら し，そ の 分 を そ の 他 の 領域に 少しずつ 分散 した い と
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表 5．職業 と家庭 の エ ネル ギー
配分の 状況 （％）

職 業 〉家 庭 　職業＝家庭 　職業 く家庭 計

loo（70D
継 続 就 業 型

100（728）

1 糠 〉 家庭 臓 憩 ・ い 業 磯 樋

父親　　 9L　3

母 親 　 　 19．6

6．714

．6

2．065

，8

〔155）

子

子

男

女

66。129

，4

23．732
．3

10，238

．3

艮00（354）

100（381）

父 親 あ る い は 母 親 が い な い ，お よ び 不 明 の ケ
ース は 除

く．父 親 と 母 親 の 場 合 は ，調 査 対 象 者 が 認 知 して い る

父 母 の エ ネ ル ギー配 分 の 現 状 で あ る ．男女 の 場 合 は，
結 婚 後 の エ ネ ル ギ ー配分 に つ い て の 対 象 者 の 意 識 を男

女別 に 表 した も の で あ る．

考えて い る，女子の 場 合 も，家庭 3，4，職業 3．1，余暇

2，4，社会参加 皇．2 で ，母 親 よ りも家 庭 に 注 ぐエ ネ ル ギ ー

を 減 ら し，そ の 分 を そ の 他 の 領 域 に 少 しず つ 分散 した い

と考 え て い る （図 7−2）．そ の 結果．親世代に み られた あ

る 役割 を極端 に 重視す る 傾向は ，子 世代 に お い て は 緩和

され る こ とが 予測 され る．

　 次に，4領 域 の うち職業 と家庭 を と りあげ，そ の どち

ら に 多 くエ ネ ル ギーを配分 し て い る か とい う視点 か ら分

析 して み よ う．職業 と家庭の エ ネ ル ギ ー配分の しか た に

は，性役割意識 が 投 影 して い る と思 われ るか らで あ る，

配分 パ タ ーソ を 職業の ほ うに エ ネ ル ギー
を多 く注 い で い

る タ イ ブ，職 業 と家庭 の エ ネ ル ギー
配分 が 同 じ タ イ プ，

家 庭の ほ うに エ ネ ル ギーを 多 く注い で い る タ イ プの 三 つ

に 分類す る と，父親 は職業〉家庭型が 9 割 以 上と圧倒的

に 多 く， 母 親は 父親 ほ ど高 い 割合で は ない が，それとは

逆 の 職業 く 家庭型 が最 も多 くな っ て い る．それ に 対 し て

息子の 男子学生の 意識で は，職業〉家庭型 が 66，1％ に

減 り，他の 2 タ イ プ の 割合が増え て い る．ま た，女子の

場 合 も母 親世 代に 比 べ て職業〈家庭型 が減り，三 っ の タ

イ プ に ほ ぼ 均 等 に 分散 して い る （表 5 ）．とこ ろ で ， 「男

は 仕事，女 は 家 庭 を重視す べ き」 と い う性 役割規範 が強

い 社会の な か で ，家庭 に 職業 と同 じか そ れ 以 上 に エ ネ ル

ギ ーを 注ぎた い と い う男子，職業 に 家庭 と同 じか そ れ以

上 に エ ネ ル ギ ーを注ぎた い とい う女子 は ，どの よ うな 特

徴 を も っ て い るの だ ろ うか ．まず女子 に つ い て み る と ，

当然 の こ とで は あ るが，自分が歩きた い ラ イ フ コ
ー

ス の

影 響 を受け て い る．希 望す る ラ イ フ コ ース が 継続就業型

で は ， 職業〉家庭型 と職業＝家庭型で 8割 以 上 を占め ，

中断再就職型や 結婚 ・出産退職型と比ぺ て そ の 割合 が ぎ

わ め て 高い （図 8 ）．ま た ，母 親の エ ネ ル ギ ー
配 分 の 現

状 と も関 連 が あ り，母 親 が 職 業 〉家庭型で は，その 娘の

意 識 も職業〉家庭型 が 最も多い ．母 親が職業 ＝ 家庭型の

30

一 ・ ・ コ囲 回 ■ ■ 1鰡 ・

結
靄蜘 闥國■■■団■鬮 

図 8．女子の 将来の 希望 コ ース 別結婚後の エ ネ ル ギ ー
配

　　　分に つ い て の 意識 （％）

P〈 0・05
，
CrV − 0・31482．結 婚 ・出産退職型に は ， 非就

業 型 （仕 事に は 就きた くな い ）の 8 名が 含 まれ て い る．
不 明 7 名を 除 く．

場合 は 娘 も職業＝家 庭型，母 親 が職 業 く 家 庭型 の 場合は

娘も職業く家庭型が 最 も多くな っ て い る （表 6）．す な

わ ち，母 親 の エ ネ ル ギー配分の 現状 と娘の 結婚後 の エ ネ

ル ギ ー
配分 に つ い て の 意識 は対 応 関係 に あ り， 母親 は 女

子に 対 し て，生 き方の 具体的 モ デ ル を 提供 し て い る と い

え る．さ らに，性役割指向性 と配分 パ タ
ーソ との 関連 も

認め られ，伝統型 と中間型で は職業く家庭型が多く，革

新型で は 職業 ； 家庭型が最 も多 く，次い で 職業〉家 庭型

が 多くな っ て い る （p＜0．05，CrV ＝o．24826），

　
一

方，父親の エ ネ ル ギ ー配分 の 現 状 と息子 の 結婚 後の

エ ネ ル ギ ー
配分 に つ い て の 意識 との 関連 は ，認め られな

か っ た．また，男子 の 性役割指向性 と配分 パ タ
ー

ンの 関

連も確認 されなか っ た．職業 ＝ 家庭型か職業く家庭型の

エ ネ ル ギ ー配分 を し た い と考 え て い る男子 の 割合が 父 親

の 現実の その パ ターン の 3倍近くに なっ て い る こ とは，

「家庭を妻に 任せ て男 は仕事に 専念」 と い う父親世代の

生 き方が 揺 らぎ始 め た こ とを示唆 して い る．しか し今回

の 調査で は，こ う した 男子 グ ル ープ と関連 した 有意 な 変

数 を とらえ る こ とがで きな か っ た ．

　4． 結論と考察

　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．

　  役割関係 に つ い て は，雇用機会や賃金 は 平等で あ

るぺ きだ とい う意識 は男女 共 に 強 い が ， 「家事 ・育児責

任 は 女」に 関連した 質問項 目で は，男子 は か な り俵統的

で あ る．男女の 役割関係に つ い て の 態度を全体的 に と ら

えた ISRO 得点で み る と ， 男女間 の ギ ャ ッ プ は きわ め

て 鮮明 で，女子の 45％が 革新型で あ る の に 対 し ， 男子

は 約半数 が伝統型で あ る．
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表 6．母親 の 職業と家庭の エ ネ ル ギ ー配分 の 現状別女子 の

　　　結婚援の エ ネ ル ギ ー配分に つ い て の 意識 （％）

女 子

十
一壬
卩

職業 〉家 庭 職業＝家庭 職業く 家庭

母 　 親

　 職 業 〉家 庭

　 職 業 ＝家 庭

　 職 業 く家 庭

44．931

．724

．2

3且．948

．329

．0

23．220

．046

．8

且00（69）

100（60）

100（248）

計 29，2 32．6 38．2 100（377）

P＞0．05，CrV ＝＝O．1916L 　母 親 は い な い お よび 不 明 4 名 を除 く．表側は ， 女子 が 認

知 して い る 母 親の エ ネ ル ギ ー配 分 の 現 状，表頭 は ， 結 婚 後 の エ ネ ル ギー配 分 に つ い

て の 女子 の 意 識 を表 し て い る．

　  性 モ ラ ル の 二 重基準 につ い て は，女子 は 二 重基準

な しが 80 ％近 くを占め て い る の に 対 し，男子 は 43％が

二 重基準 を も っ て い る．

　  男女交際 に お け る男性 の リーダーシ ッ プ に 対す る

こ だ わ り得点 は ，女子 の ほ うが高い ．女子の 半数が 高得

点群 に い るの に 対 し ， 男子 は低得点群 に 約 4 割 と最 も多

くの 者 が 集ま っ て い る．

　  結婚後の エ ネ ル ギー
配分 に つ い て は ，父 親 が職 業

重視，母親が家庭重視で あ るの に 対 し． 男子の 場合は，

父 親 よ り も職業に 費 や す エ ネ ル ギ ーを減 ら し，そ の 分を

他の 領域 に 少 しず つ 分散 した い 意 向 がみ られ る．女 子 の

場合 も，母親 よ りも家庭 に 費 や す エ ネ ル ギ ーを減ら し，

そ の 分を 他の 領域に 少しずつ 分散し た い と考え て い る、

職業 と家庭 の 闘連1こ つ い て は ， 家庭に 職業 と同 じか それ

以上 に エ ネ ル ギーを 注 ぎた い とい う， 伝統的な 性別 役割

構造 に 揺 さぶ りをか けて い る男子が 34％ 出現して い る．

一
方 ， 職 業 に 家庭 と同 じか それ以上 に エ ネ ル ギ ーを 注 ぎ

た い とい う女子 は，男子以上 に 多 く6割 以 上 に な っ て い

る．

　  男女の 役割関係や 家 庭 と職業の ＝ ネ ル ギ ー
配分 の

しか た に 対す る 意識は ， 女子 の 場合，母親 の 影響力 が 大

きい ．前者は母親 の 職業歴 と，後者の 場合 は 母 親の エ ネ

ル ギ ー
配分 の 現状 と強い 関連 が 認め られ た．しか し男子

に つ い て は ，それ ら と関 連す る 有意 な変数 を 見い だ す こ

とが で きな か っ た．

　以上 の 調査 知見 か らい くつ か の 考察 を試 み た い ．第
一

は，二 分法的な 性別 役割分 業 を 基本 に し た伝統的な 分業

規範 に 反対 し ， 男女平等の 性 モ ラ ル を もつ 女 子が，男 女

交際 に お い て は 受け身規範が強 く男性 に リ
ーダー

シ ッ プ

を期待 して い る とい う事実 に つ い て で あ る，異 性 交際に

お い て ，青年男女は，愛や夢を語り，男女の 役割を学習

して い く．自己 を 開示 し 親 密 な交 際 へ と発 展 し，配 偶 者

選択 に む すびつ く場合 もあ り うる．だ か ら こ そ男女 が平

等に か か わ りあえ る異性交際で あ りた い ．と こ ろが，そ

うした 場 で 男性 の リーダ ーシ ッ プ を期待 し て い る とい う

こ と は，男と女の 関係 で は，女性 自らが 自己を依存す る

存在と位置づ けて い る こ とを示 して い る，しか し，男子

は 女子が意識す るほ ど リ
ーダーシ

ッ プ に こ だ わ っ て い な

い の で，男子は リーダーシ ッ プを発揮せ ず頼 りな い ， と

い う女子の 評価 が 生 まれ る こ と に もな りか ね な い ．リー

ダー
シ ッ プや 依 存 性 は 性 差 で は な く個人差 の 側面が 大 き

い とい う視点に 立 て ぽ，男女交際 で 男性を リ
ードす る 女

子が い て もお か し く は な い し，どち らが リードす る か に

は こ だ わ らな い とい う女子が もっ とい て もい い は ず で あ

る．二 分法的 な性役割規範 の あ り方は ，異性 交際の 分野

に お い て も問い 直 され な けれ ば な らな い ．

　第二 は，男女の 役割関係の あ り方に 対する意識の 男女

間 ギ ャ ッ プ の 問 題で ある．家事
・育児 は 女 の 役割 とい う

考え 方 に 反対 し，職 業 と家庭 の 両 立 を 志向す る 女子 と，

家事 ・育児は 女の 仕事 とい う考 え方に こ だわ る男子は，

将来，どの よ うな折 り合い を つ け る こ とに な るの だ ろ う

か ．結婚 は 同
一

世代 ど う しで 行 わ れ る割 合 が 高L・14）の で ，

彼らは 早晩 こ の 問題 と向き合 うこ と に な る．予測 され る

方向と して は，  男子が 女子の 考 え に 近 づ く，  女子

が 男子の 考 え を受け 入 れ る ，   職業の ため に 女子が結婚

を 延期す る か あ るい は しない ，の 三 つ が あ る．養育過程

で 形成され た 意識が変化す る の は 容易 な こ とで は ない の

で ，恋愛中に 女子が よ ほ ど強 く働 きか けない か ぎり． 

は 望 め な い だ ろ う．た だ し，結婚当初 は 共働きに 協力的

で な か っ た 夫 が，子供がで きて か ら妻の 就業を肯定的 に

と らえ，家事分担をす る よ うに な っ た例 は か な りある
15｝．

男性中心の 社会構造の 中 で は，  の 折 り合 い の つ け方
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日 本家政学会誌 　Vo ！．　42　No ．11 （1991）

が 最 も多 い の で は な い か と思わ れ る．著者 は あ る 4 年制

の 大 学 で 「女 性 と家族 」 に 関す る ゼ ミ を担 当 し て い る

が，学生 に 将来歩 きた い コ
ー

ス を尋ね る と，3 分の 2 ま

で が 「女 性 の 能 力 が男性 よ りも劣 る とは思え ない し，結

婚後も働きた い と思 うが， 結局は 夫の 状況に よ る 」 と答

え る．伝統的な男性と，女性 が 働き続け る体制 が 整 っ て

い ない とい う二 重の 壁 に阻 まれ て ， 大学時代に もっ て い

た 意識を 修正 して い く こ と に な るの で あ る．一方，キ ャ

リ ア を 志 向 した り職 業 に 専念 した い 女 性 で は ，  を選 択

す る者 が 増え て い る．1989年 の 合計特殊出生率 （女性 が

一
生 の うち に 子供を生む数） は史上最 低 の L57 と発表

され，大きな シ ョ ッ
ク を 与 え た．そ の 主 要 な 原因 は ，

い

わ ゆ る 結婚適齢期 に あた る 女性 の 未婚率が 高 くな っ て い

るこ とに ある
15〕．仕事をもっ た未婚女性た ちが結婚を差

し控え て い る．そ こ に は ，家庭 を もて ば 仕事 が十 分 に で

きな い とい う意識が 働い て い る もの と思わ れ る．また ，

妥協の 産物 と し て   を選択 し た と し て も，後悔や 悩 み

は 尽 きな い だ ろ う．女 性 が結 婚 して も働 き続け られ る条

件の 整備 と と もに ，
パ ー

トナ
ーと して の 男性 の 意識変革

が急務で あ る．

　 第三 は，男子の 役割意識の 形成が 女子ほ ど母親 の 影響

を受け て い な い 点である．こ う した結果は本研究ばか り

で なく，共働き研究 の な か に も，「母親が 共働 きの 娘の

多 くは共働きをした い と答えるが，その 息子 は 共働きを

望 ま な い 者 が 多い 」 とい う知見
IT ）iS，が み られ る．こ の よ

うな 結果 が現 れ て い る の に は い くつ か の 理 由 が 考 え られ

る．一つ は ， 母 親が男子 に 対 し て伝統的な 性別分業型 の

対応を し て い るの で は な い か とい うこ とで あ る．著者 が

勤務校の 短大生 に 身の ま わ りに あ る性差別 に つ い て 書か

せ た と こ ろ ， 門限時間と家事分担が兄や弟に 比 ぺ て 不平

等 で あ る，とい うこ とを指摘 した 者が 多か っ た。また ，

「共働き家族 で は，女 子は 家事を よ く 手伝 うが男子は そ

うで は な い 」 とい う研究結果
19）もあ る．こ うし た結果か

ら判断す る と，母 親が 働 くこ との 協力体制 を女 子に の み

求め ，男 は 家事を しなくて もよ い と男子 を そ こ か ら排除

し，伝統的な位置 に お い て し ま っ て い る こ とが 想像 で き

る．二 つ 目は ，男子 の モ デ ル と なる 父親が どの よ うな性

役割意識を もっ て い る か に関連す る．共働き家族 に お い

て ，母親が就業す る こ とを肯定的 に 受け とめ ，職業 と同

じ よ うに 子育て や 家事を 人間 が 生きて い くた め の あ た り

ま え の 営 為 と して と ら え て い る場 合 は，男子の 考え 方 が

伝統 的 に な る こ と は な い だ ろ う．しか し現在 の 社会体制

の もとで は ， 労働時間が 長 く， 特殊な 職業 で ない か ぎ り

父親 は その よ うな意識 を もてず．二 重負担の もとで 働 く

32

母 親 との 闇 に 緊張関係が 生ず る こ と に な りや すい ．こ う

した 両親の もとで 成 長 した 男子 は ， 自分 に と っ て 都合 の

よ い 伝統的な分業意識 を もつ よ うに な る の で は ない か と

思 わ れ る．三 つ 目 は ， 男子は 社会規範を受容 しや す い こ

とに 関連 して い る．子供 は 成長 と と もに 自分 の 家庭を他

の 家庭との 関連で 見 る よ うに な る．ま た，さ ま ざま な V

ス メ デ ィ ア に も接す る よ うに なる．そ の結果 ， 現代の 社

会 が 男性中心の 社会構造 で あ る こ とを 理解す る よ うに な

る．学 年が上 が る に し た が っ て ，性 モ ラ ル の 二 重基準を

受容す る 男子学生が 増 え て い る とい う本研 究 の 結果や，

「男子は，学年が上がる に つ れ て職業を 性 に よ る ス テ レ

オ タ イ プ で 判 断 す る傾向が強 い 」 とい う研究結果
2ω

は ，

男子 が年齢 とともに 伝統的な社会規範を身につ け て い く

こ とを 示 して い る．親の 働 きか け が欠 如 し て い た り，支

え 合 う体制 が形 成 され て お らず ， 人間関係が 緊張 に み ち

た 共働き家族 で あれ ぽ，男子 は 社会規範 と抵触す る こ と

の 少な い 伝 統 的 な性 役 割 意識 を 形 成 す る こ と に な りや す

い と思 わ れ る．

　父親を調査 の 対象に す る こ とがむずか しい とい うこ と

もあ っ て ，男子の 性 役割意識 形 成 の プ ロ セ ス を対象に し

た 実証研究 は まだ な い よ うで あ る．した が っ て ，既述し

た 男子 の 性役割意識 の 形成 に つ い て の 論述 は，仮説の 域

をで て い ない ．こ れ か らの 検証課題で あ る．

　調査 に ご協力 くだ さ い ま した 池岡 義孝，岡村清子，川

崎末美 ， 高橋正人 ， 樽川典子，野田 陽子，藤村 正 之，宮

本 み ち 子，渡辺秀樹の 各氏に 心 よ りお 礼を申 しあ げま す．
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14）森 岡清美，望月　嵩： 改訂 版　新 しい 家族社会 学 ，

　　培風 館 ， 東 京，49 （置988）

15） 日本 経 済 新 聞 社： 目 本経 済 新聞 タ刊，21 世 紀 型亭主

　　像 （「共働きの 夫謂査」か ら の 予測），12月 26 日 号

　　（lggo）
16）岡崎陽

一
： 家族 の ゆ くえ ， 東京大学 出版会 、 東京，

　　IS （1990）
17）岩 男 寿 美 子，杉 山 明 子 ： 働 く 母 親 の 時代，日 本放送

　　出 版協会，東京，50 （1984）
18） 日 本有職婦人 ク ラ ブ 連合会： 母 親の 就 労 と 家庭 教育

　　に 関 す る 調 査，日本有職婦人 ク ラ ブ 連合会，浦和 市 ，

　　80〜81 （1981）
19）岩 男 寿 美 子 ， 杉 山明 子 ： 働 く母 親 の 時代，日 本放送

　　出版 協 会 ， 東京 ， 38〜 佃 （1984）
20）藤原純子 ： 家政誌，32，12S （且981）
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