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は じめ に

　
一般 に ， 何ほ どか の 文化 ある とこ ろ教育あ りと考 えて よ い ほ どに 教育現象は 普遍的

で ある に もか か わ らず ， それ を世代論的観点か らとらえ よ うとする 試み は 少ない 。 例

えば ， 細谷憧夫 は 次の よ うに 言 う。 「一定の 生活圏の 内に ， い くつ か の 異 っ た 『世代』

が 同時 に 生 きて い るとい う事実は ， 教育学的 に 見て 最 も重 要な根源現象の 一つ とい う

こ とが で ぎる 。」  一定時点に お け る世代の 複在を い う場合 ， ご く普通 に は ， 三 世代 の

同時存在が仮定 され るわ けで あ るが（2）
， そ の よ うな 「相異 る世代が同時に 生活す る と

い う事実そ の もの に よ っ て 無意 識的 に
， 無意的 に ， 最 も広 汎 な範 囲に お い て 教育は 行

は れ」（3）るの で ある。

　そ こ で わ れわ れは ， 「世代」 なる タ ー ム の 定義を確認 して お く必要性に逢着す る。

古典 的で は あ るが代裘的な例 として は ， デ ィ ル タ イ （Dilthey，
　 W ・） の もの が ある。

彼 は 言 う。 「世代 とは ， 『個 々 人の もつ 同時代性 とい う状態』に 対する一
つ の 表示 で

ある 。
つ ま り， ある程 度ま で 同時 に成長す る ， 共 通 した幼年時代を もち，時 として そ

の 時期が 雄 々 し い 力の 現われ で もあ る よ うな共 通の 青年時代 とか を もつ よ う な も の

を ，わ れわ れ は ，か か る世代 とし て 特徴づ ける 。 」（4）こ の よ うに ，世 代は 時を 同 じ くす

る運命共同体的存在ともい える 。 そ の 意味で は ， 「世代は
……階級に きわめ て 近い 性

格を もっ て い る」   こ ともある し ， 歴史の 動きに 何 らか の 関わ りを有す る潜在的思想

集団の 意味あい も秘 め て い る  
。 か か る定 義の 上 に 思念 され る世代の ス コ ープが ， 最

早一世代三 十年説を即前提す る もの で は な く， 「今やせ い ぜ い 十年 の 広が りを持 っ て

い る に す ぎない 」   こ とを ， 敢えて 指摘 し て お きた い
。

萋．青年と世代論

以上 の 前提に 立 っ た 上 で ，更に わ れわ れ は 青年 と世代論 との 関連に 触れね ばな らな

広島大 学大 学院
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い 。 と い うの は ， 厳密に は ほ とん どすべ て の 年齢に お い て ，それ 相応 の 世代が 存在す

る こ とを仮想で きる か らで ある 。
に もか か わ らず ， 「お よ そ世代を め ぐる 論議な い し

は 談議 とい うもの は ，
つ ね に 青年を軸 と し て お こ なわ れ」（8）

， 逆に 言えば ，　 「青年を

め ぐる 議論は ， た えず 『世代』 論 へ の ベ ク トル を秘 め て い る」（9）の で あ る 。
こ の 間 の

事情は い か よ うに 解すべ きか 。 それへ の 端的な 回答は ，
マ ン ハ イ ム （Mannheim ，

　K ．）

の 言 の うち に垣 間み るこ とが で き る 。
つ ま り， 「静態的社会 の 場 合は ， 統

一
日標の も

とに 現 実に統 合化 が 行われ る こ ともな く， また 歴 史的役割が青年に 課せ られ る とい う

こ ともな く， 思 春期を無自覚 の うち に 過 させ るだけ の 余裕が ある 。 しか し動態的な 社

会で は ， そ の ロ標 に 精神的 な意義を与 え るた め に ， も っ と も大 切な存在 で あ る青年を

無視 し て は 何もや っ て ゆ くこ とが で きない 。 」  例 えば ， 青年が 進 歩的 に も な り う る

し ， 逆 に 保守的 ， 反 動的 に もな り うるとい うこ とは   ， 彼 らが それ だけ の 潜在 的可 能

性 を 常 に秘め た 社会的に 柔軟 な存在で ある こ とを意味す る 。 こ の 事実は ，決 して 青年

の 無規律 さを露呈す る もの で は な く，飽 くまで も人格形成 上 に おけ る青年の 可 塑性 の

大 きさを示 唆す る もの で あ り， そ の 意に お い て ， 青年を一 つ の 刻印的性格を もっ た 世

代 と して 見る の は十分理 由の ある こ と と言 え る 。 しか り， 「青年期 まで の 社会化を基

礎 と して 始 め て 臓代は 社会的存在 となる こ とが 可能に な る」 aeの で あ る。

　そ こ で 次 に
， 世代 に 対す る こ うした接近 の仕方を ，一

つ の 論 ， つ ま り世代論 と して

今
一

度検討 に 付 し て み よ う。 世代 とい うタ
ー

ム の あい まい 性，多義性 ， そし て歴史被

拘束性は ，当然の こ とな が ら世代論 自体の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を不 明瞭な もの と し て い

る 。 更に そ の こ とが ，実は 冒頭に も若干触れた 如 く，教育現象に お け る世代の 問題意

識化 ， 及 び 世代論に お け る教育現象の と らえ直 し とい う作業に
一
抹の 不 毛性を 投げか

け る こ とに もな っ て い る 。 確か に 世代論 と称す る論議がな い わ けで は な い 。 し か し早

坂泰次郎 もい うよ うに ， 「阯代論の 学問的な と りあげ ， そ の 体系化は 洋の 東西 を問わ

ず ， 系統立 っ た もの で は な い よ うに 見 うけ られ る 」   の が ， 実情で あろ う。 なぜ そ う

な の か 。 われ われ は そ の 理 由を ， 世 代論 自体を 不用意 に 貶 価す る こ とで 安易 に 処理 し

て は な らな い
。 例えぽ ， 日高六 郎は 日本 の 戦後世代論を三 つ の 系列 に 整理 し て み せ る

  が ， そこ で は 世代とい う言葉の もつ 重 み が十分 に意 識 され て い る晩 問題 な の は ，

確 か に 日木 の 戦後 tH：代論は 戦争責任 との か かわ りで ジ ャ
ーナ リ ス テ ィ ッ ク に と りあげ

られ た 経緯を も つ が，論争の 契機の 余 りの意表さに ， か え っ て 世代論が ある種 の偏 向

を 経 験 せ ざ るを 得なか っ た こ とに あ る 。
つ ま り，戦争責任な ど と結び つ い た 世 代 論

は ，世代論 と し て は 危機的様相を 帯 びた
一

つ の論議の 具象化 した もの で あ っ て ， それ

が すべ て で は な い 。
こ こ に ，世代論の 不 幸が存在 し ， それ故に ，

こ と日本の 場合は あ

る 程度の 学問的不 毛さを 招来 した と考え られ る 。

　 こ の こ とを，少 し く敷衛 して み よ う。 大野 明男に よれ ば ，

一般 に 社会学者の パ ー
ソ

ナ リ テ ィ 論 は ， 「静態的な分析に と どま り ， 自己形成の プ ロ セ ス の よ うな，い わ ば

『時問的 な機序』 を セ分 に解明 して い な い 」   とされ る 。 換 言すれ ぽ ， 人間形 成過程
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に お ける最大の 影響要 因た る世代 へ の 正 当 な配慮が欠如 して い る との 指摘に ほ か な ら

な い aOe こ の 場合，彼の 言葉の 背後に は ， 実は 次 の よ うな洞 察が 控 えて い る こ とは 当

然に 想起され て よ い 。 すなわ ち彼は ， 「これ まで の 『世代』 論議が ，それ ぞれ の 世代

に 属する人の r世代的な 自己主 張』と して だけ展開 され て きた 」   とみ て い る 。 こ う

した 形で の
一

種安逸な る 自己主張は ， 更に 早坂 の 目に は ，逃避 の ため の 世代帰属意識

とし て映 じる 。 彼に よれぽ ， 「人び とは ， 内面化 した意味体 系 の 混 沌 ， 価値矛盾の 不

安か ら逃れ る ため に ， r世代』 を も とめ ，意識す る の で ある 。」  そ して こ の こ とは ，

ともす れぽ個 々 人 を世代 の 枠に 押 し込 め る危険性 を有 して い る とし ， 「世代論的人間

観に は ，

一
種の 社会学的決定論が ともな う」   と極言す る 。 しか し ，早坂 の 言は

， 曲

解 された世代論の 横行を嘆 くもの で は あ っ て も，世代論の 本質を と らま えた 上で の 論

議 と して は ， やや 問題が あろ う。 む し ろ ， 「世 代論それ 自体が流行の 思想に な る と い

っ た 日本の 思想状態」　（日高六 郎）を不 健康な もの と見据えた 上 で ， 次の よ うに 解釈

す る方が ， 正 鵠を 得て い る と考え られ る 。 「世 代的実感 は傍観者的 無責任 さか ら自分

を と きは な つ テ コ に な る
。

し か し その 意味で 世代的実感か ら出発す る の は 正 し い が ，

解決の 場所を そ こ に 求め る こ とは まち が っ て い るだ ろ う。」  こ こ で 日高が い み じ くも

「世代的実感」 と表現 して い るもの こ そ ， これ まで の 当該ア カ デ ミ ーが とか く避 けて

きた
一

契機で あ り，本稿で 聞題 に した い 理 由 も，

一
つ に は そ の 契機 の もつ 発展的性格

に 着目す る か らで ある 。 そ して 更に 言及すれ ば，世代論が社会的ポ テ ン シ ャ リ テ ィ
ー

を秘め た青年を主題 とす る際に 至 っ て は ， 日高の い う 「世代的実感」へ の 看過が た だ

ちに 重 大な意 味を帯び て くるの で あ る 。 こ の 意 味に お い て ， 「一般 的 な青年世代論に

は 青年の 教育や社会化の 問題に つ い て の 視点が 原則的に は欠落 して い る 」   とす る小

林文人の 指摘は ， 当を得て い る と同時に ， 諫言 に値する 。

2 ．世代の メ 力 ニ ズ ム

　世代 とい う概念 に 潜む タ
ー ミ ノ 卩 ジ カ ル な生産性に 気付い た上 で ， 更に わ れわれ は

世代の現象形態に
一

暼を与 えな くて は ならない 。 その 際 ， デ ー ビ ス （Davis ，
　K ・）の

論稿が有効な 手がか りとなる 03
。 図は ， 典型的な二 世代の ライ フ サ イ ク ル を 示 し，

Generation −　1及 び Generation−llは ， それ ぞれ親 と子の 世代を表す もの と考えて よ

い o
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　とこ ろで 彼は ，現代西欧社会に お ける親子間の 葛藤の 原因を ， ある種 の定数 と変数

と の 相互 作用に 求 め る 。 そ の 際 ， 彼が定数 として 呈示す る もの は ，家族の 継 起 （the

family ’

s　 duration） と社会化度の 逓減 （the　 decelerating 　 rate 　of 　 socialization ）

で あ り， もっ とも重 要 な変数 と し て は ，社会変動率 （the　 rate 　of 　social 　 change ）

を挙げて い る 。 家族の 継起が存在する とい うこ とは ，
つ ま り定位 家族か ら生 殖家 族 へ

の 移行が常に 親子間の 年齢差を現出す る こ とを意味し ， また社会化度の 逓減が存在す

る とい うこ とは ， ライ フ サ イ ク ル 上 の ある時期以降 ， 個体 の 社会化 され て ゆ く度合が

確実に 低下 す る こ とを示 し ， した が っ て特定時点に お け る親子 間の 社会化度に は 必ず

ギ ャ ッ ゾ が 生 じるこ とに な る醜 　こ れ ら二 つ の 定数に 対 し て，当該社会固有の 歴史が

変 動率 とし て 加味 され る こ とに よ り， 両世代 の 葛藤現出図式が描か れ るわ けで ある 。

こ こ で 注 目 した い の は ， デ ービ ス の 次の 言葉で ある 。 「或る
一

定の 時期に お い て み れ

ば，親 と子 は 異 な っ た発 達段階に い る だけ で な く，現在子が属 して い る段階の とき親

が得た （文化）内容が，現在子の獲得 し つ つ ある 内容 とは 違 っ た もの に な っ て しま っ

て い る 。」葡 こ の こ とは重要で ある 。 なぜ な ら，わ れわれが普通，世代の ギ ャ ッ プを 問

題 に す る場 合， と もす れぽ 図の 「C − B ’

」 の 関係を 想起 して い る か
， あ る い は 「C −

B 乞 と 1
’
B − B 「

」 との 混 同 された 関係を 想起 し て い るか らに ほ か な ら な い 。 も ち ろ

ん ，現 実に は 「B − B 「

」 の 関 係は 間接 的に しか存在 しえな い た め  
， 常 に rC − B ’

」

の 関係が 匪代差を評定する 際の 素材 とな る  が， しか しその 操作は 多大な 注意を 必要

とす る c つ ま り こ の 場合 ， 到達 した 発達段階上 の 差 （B 段階 と C 段階 との 差）に よる

バ イ ア ス と，［司じ発達段階時 に 体験 した文化内容の 差 （B 段階 ど うし の 差）に よ る バ

イ ア ス とが 万：い に相乗 し合 っ て ， 「い わ ゆ る世 代差」 が 現 出す るわ けで ある 。 更に 言

えば ， 停滞社会で は ， B と B
’

が ほ ぼ 等しい た め 「C − Btj の 関係が上述 の 意に お い

て は さほ ど問題化し ない が ，急性 変動社会 （二 関隆美） に 至 っ て は ， 概念の 混同 とい

う実害を もた らす の で あ る 。 し か し，か か る概念の 混 同を しない 限 りに お い て
，

い わ

ゆる世代の 問題は ，

一般に どの よ うに 扱わ れ え る の で あろ うか 。 こ の 問い に 答え るこ

とに よ っ て ， 世代の メ カ ニ ズ ム を更に 追求 して ゆ くこ とに す る 。

　 先 ず，図 の rC − B 勹 関 係を主 た る世 代関係 とみ る立 場 に 即 して 述 べ て み よ う。 そ

の 際，基 本的 に こ の 関 係に 立脚 して い る と 思われ る ア イゼ ン シ ュ タ ッ ト （Eisensta−

dt，　S，　N ．　） の 説明を借 りれ ば寓
， 彼は ，年齢に よる人間関係の タイ プ が歴史的に 変遷

す る と して ，

一般 に 年齢異 質的 （age
・heterogeneous） な 閧係か ら年齢同質的 （age

・

homogeneous ）な関係 へ の 変化を主張す る pm
。 前者の 関係に お い て は ，冢族や 親族が

社会 の 有力な単 位 で あ り， 年齢に 即応 した役割配分が 整然 と為 され る 。
一方後者 の 関

係は ， 家族や親族の よ うな帰属的単位の 役割が低下 し ， それ に 伴い 業績志向型社会が

到 来す る に つ れ て ，

一
般化す る  

。
こ の よ うに 考え る とき， か か る年齢異質的関係の

優 勢な社会 で は ， 本来深刻 な世 代間葛藤は 起 こ りえな い は ず で あ る 。 なぜ な ら ， その

よ うな社会で は ， 世代の差を巧 み に 社会体系の 維持存続機能 と して組み 込む こ とに成
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功 して い るか らで ある 。 とこ ろが ， 年齢同質的関係が優勢な社会に お い て は ， た だ ち

に 世代差が問題 とな る 。 その 重要な契機 と して は，個人や社会に 対す る観点の年齢差

が挙げられ るe％

　 と こ ろ で ， ア イゼ ン シ
ュ タ ッ トの タイ プ づ け よ りは るか に 「C　− B ’

］ 関係を強調す

る見方が ある 。 その もっ とも簡潔な表現は
，

シ ェ
ー ラ ー （Scheler，　M ．） に み られ る 。

「年少世代に た い す る年 と っ fc世代の 位置は ，
つ ね に

，

一般的に ル サ ン チ マ ソ の 危険

を は らん だ境遇で ある 。」eaつ ま り， 「こ の ご ろの 若い 者は
……

」 とい う年長 者の 嘆息

め い た表現が い つ の 時代に も為され る よ うに ， 若者へ の 羨望が逆に 怨念へ と反転する

メ カ ＝ ズ ム は ， 歴史を 超えた もの で あ り， した が っ て それ は 「C − B ’

」関係を よ く表

現 し えて い る と考え られ る 。 更に こ の 「C　− B ’J 関係を ，
ドラ ス テ ィ ッ ク な例 と して

われわ れの 前に 皇示す る もの が実 は学生運動で ある ， と い うフ ォ イ ヤ ー （Feuer ，
　 L・

S ．）の 仮説 が ある 。 厂学生 運動は世 代運動で あ る （Astudent 　 movement 　 is　a 　ge”

nerational 　mOvement ・）」ee と定義づ け る彼の 分析は ，

一
体 どの よ うな もの な の か

。

フ ォ イ ヤ ーの場合 ， 先の シ ェ
ーラ ーに よ る ル サ ン チ マ ン 解釈の 線上 に 立脚する もの で

は あるが ，方向は逆で ある。 つ ま り，
フ ォ イ ヤ ーは ，学生の 側か らの 年長世代に 対す る

ル サ ン チ V ン を強調する の で あ り 
， 学生運動に しば しば盛 り込 まれる 若 々 し い 愛の

動機 ， 崇高な理想の 呈 示 は ， 実は 「学生が父親に 反抗す る こ とに よ っ て ひ き起 こ され

るす さま じ い 恐怖を少な くし よ うとする」   た め の 補償に ほ か な らない ， とす る。 こ

うした 彼の 精神分析的 （psychoanalytical ）な解釈は ，更に 多 くの 学生運動を し て ，

理 想の 放棄 と現実 へ の 直面を 強制 させ られ る若者た ち に 特有な 「放棄 外 傷 （atrau ・

ma 　of 　renunciation ）」 の 現れで ある ， とす る  
。

こ の よ うな ，
い わば 世代間の 葛藤

を年齢差 に 基づ く心 理 的な枠組で 解釈 し よ うとす る立 場 は ，葛藤を 育む 歴史性 よ りも

葛藤の 普遍性を 強調 し よ うと し て い る 点で ，

一応 「C − B ’

」 関係 を世代現象の 核 と見

て い る もの と考え られ よ うen。

　 一
方， こ れに対 して 「B − B ’

」関係に 主眼をお い た世 代把握 の 立 場はない の で あろ

うか 。 しか し ， ある意味で そ れは 愚問 で ある。 なぜな ら ， 今や古典の 位置を 占め る マ

ソ ハ イ ム の 世代論は い わず もが な ， もと もと世代論な る もの の 本領 はそ こ に ある か ら

で ある 。 オ ル テ ガ （Ortega　y　Gasset
，
　J．）は

， 世代を 「歴史が 回転す る枢軸」 ZZとま

で 言 い 切 る 。 言 うまで もない が，世代の 連鎖 とい う現象に は ， 社会の 維持発展を 前提

とした 上 で の 文化伝達が伴い
， しか もそ の 過程 は 特定の 歴史的脈絡の うち に ，時に 平

穏 に ， 時に 劇 的に進行す る。
こ こ に 言 う文化伝達は ， 個人 の パ ー ソ ナ リテ ィ 次元 に 焼

き直せ ば 社会化 とほ ぼ 同値で ある が ，
い ずれに せ よ こ の 過程 は ラ イ フ サ イ ク ル 上 の あ

る時期 ，
つ ま り青年期 まで に 最高 の 密度を も っ て 推移する 。 も っ と言えば ， そ の よ う

な生成 し つ つ ある世 代の もつ 可能性 は つ とに ア カ デ ミー， と りわけ社会学の 対象で あ

っ た の で ある 。
マ ン ハ イ ム が知識社会学的観点か ら世 代に 着 目した の は ，

シ
ェ

ル ス キ

ー （Schelsky ，
　H ・） 流 に 言 えぽ飽 くまで 「社会 の 側か らみた 」 世代論へ の ア ブ 匳 一チ
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教育に お け る世代論

で は あ っ た樋 に して も， そ の よ うな社会学か らの ア プ ロ ・一一チ の うち に 教育学的視点が

ま っ た く読み とれ ない わけ で は なか ろ う。 否 ， それ どこ ろ か ， 例え ば新睦人に よ る世

代研究 の 大 義名分づ け に は ， 教育を社会学的に 究明する た め の 示唆が十分 うか が え

る 。 彼は 言 う。 「我 々 が世代を研究す る事の 意味は
， それ ぞれ独 自な文化に 支え られ

た 歴 史の 主 体の 一
つ と し て ，その 全体社会構造に 参加す る未来的 可能態を ， 社会 の 実

質的脈絡で 位置づ け る事に あ る。」  しか り， 彼の い うか か る 「未来的可能態」 が ，そ

れぞれ に 歴 史の 中を くぐり抜け 「今 日的現実態」に な る こ とこ そ ， 人間形成そ の もの

で は ない か 。

　 と ころ で ， 指摘 して お きたい
一

つ の ポ イ ン トがある 。 高原健吉は それを ：lt：代概念の

発生 を問 う文脈中で ， い み じ くもこ う語 る 。 「世代の 概念は …… 〈歴史的に は客 観 的

事実 とい うもの は ない 〉 とい う認識か ら……起 こ っ て い るの だ 。」90 こ れ は
一

片の 真理

を 突 い て い る。 目高が 世代論 の 流 行を 嘆 き ， 大 野が 世代論 に こ とよせ た 安易な 自己主

張 を突 き ， 更 に は 早坂 が 世代論 へ の 逃 避を 指摘する の は ， すべ て 高原の こ の 含蓄 あ る

洞察 と深い 結び つ きを もつ
。 しか し こ こ で は ，その 点 に つ い て の 詮索 をす る余裕は な

い 。 それ よ りも こ こ で 重大な こ とは ， と りわ け疾風怒濤の 時期た る青年期 に ， そ の 入

間の 認識 ・行動様式の 鋳型が形成 され ， しか もその こ とが一
つ の 厂世代感覚」 （松下

圭一）  と して刻印づ け （imprint） され る とい う事情で ある 。 そし て ， その よ うな

経緯が 高 原 の い う内実 としば しば結び つ くとき，わ れわ れ は単な る年齢差や 心理 的 メ

カ ＝ ズ ム に 基づ く世代間葛藤 とは 異質な 「世 代間葛藤」 を想定す る こ とが で きる 。 実

は ，それ が本 稿で い うとこ ろ の 「B − Bt」関係の 実体な の で ある 。 先に 日高が 「世代

的実感か ら出発す る の は正 しい ……」   と指摘 した 点を本稿が 評価 した の は ，か か る

意味合 い か らで あ っ た 。 こ の 「B − Bt」関係の 具体例 として は ， 典型的に は ア イ ゼ ン

シ ュ タ ッ トも指摘す る ドイ ツ 青年運 動が 挙げ られ る で あろ う胸
。 もち ろん ， 青年運動

に は 様 々 な形態が あ り，それ らすべ て を rB − B 「

」 的世代運動 とみ なすわ け で は な

い 。 しか し， 「世代の 問題は ……社会運動や精神運動の 構造を理 解す るた め に は ， 欠

くこ との で きない ひ とつ の 指標 」鱒 で あ り，また 「青年運 動の 正 し い 理解は ， それを

その 運動が進行 した 社会の 社会変化 の 文脈 の なか で と らえ る こ とに よ っ て の み 得 られ

る 」   の で ある 。
つ ま り，世代の 対立 を ， 「古い 思 想に 対 す る新 し い 思想の 対立 」＠

と し て 見 る こ とが で きる とい う点で ， ドイ ツ 青年運動は こ こ で い う典 型で ある と思 わ

れ る 。

3 ．まとめ

　以一Eの 考 察は ，世代の 問 題を構成 す る 中心 点が 多 くの 場合，世 代間の 断絶で あ り  ，

そ し て そ こ か ら生 じる 世代間 の 葛藤で ある とい う前提 に 墓つ い て い る。 し か し，その

葛藤 の 内実は す で に 見 て ぎた とお り，実は 理念的に 抽出さ れ る 二 つ の 関係 （「C − B 勹

及 び 「B − B ’

」） か ら成 立 して い る 。 そ して それ らの 関係の バ ラ ン ス 度に 応 じ て
， 世
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代問の 葛藤 も様 々 な様相を呈する 。 具体的な例で い えぽ ，

一
方の 極に は ， 注GOで も触

れ た よ うに高度 に コ ーデ ィ フ ィ ケ ー トされた 科学の 世界で展開する世 代現象か ら ， 他

方 の 極に は ， 生活体験知に基づ く社会意識の 次元で 生 じる世代現象に 至 る まで ， 多様

で あ る。 つ ま り， 世代現象は そ れが どの よ うな問題領域esを め ぐっ て展開 して い るか

に よ っ て ，当然それに 対 す る理解の され方が異な らね ば な らな い 。

　 こ の こ とは ， 教育実践 の 場を想定す る とき重要 とな っ て くる 。 青年に 対処す る親 の

場 合を 端的 に 想定すれ ぽ ， 例 えば本来心理的理 由あ る い は ル サ ン チ マ ン な どに 起因す

る葛藤を，単な る親子間の キ ャ リアの 差に 由来す る葛藤 と して 処理 しよ うとす る ケ ー

ス が ある 。 逆に ，キ ャ リ ア の差 に 主として 起因す る葛藤を ， 単 な る個体発達上の 差に

よ る葛藤 と して 処理 しよ うとす る ケー ス もあろ う。 人 間は ， 葛藤をで きるだ け避けた

い とする本性を もつ 。 上記 の 二 つ の ケ ース で は ，葛藤の 根源 が 問われ る こ とな く， 逆

に 回避で きな い 葛藤が安易に 仮想され ， した が っ て 時 として 不合理 な対処を蒙 る とい

う経路を しば しば た どる 。 しか も， その 際仮想 され た葛藤は ， 両 ケ ース で 異な る原因

に 基づ くに もかか わ らず ， い ずれの 場合 も 「い わ ゆ る世代差 」 とし て片づ け られ る 。

昨今 ， 世上か ま びす し く論ぜ られ る親子 の 断絶の
一

因は ， こ の よ うな点に あ る の で は

なか ろ うか 。

　先の 図を今一度参照 した い 。 今 日は ， 政治的に も，文化的に も激動の 時代で あ る 。

つ ま り， 歴 史の 推移 が加速度的に 進行 して い るわけ で あ る。 とすれ ば ， rC − B ’

」 関

係 が 本 質的に コ ン ス タ ン トな世代差を意味す るの に 対 して， rB − B ’

」 関係は ， 確実

に 拡大 し て ゆ く世代差を示 す 。 加 うるに ，エ リ ク ソ ン （Erikson ，
　E ・） の い う心 理 社

会的 モ ラ ト リ ア ム （Psychosocial 　 moratorium ）に よ っ て 青年期が 延長 され る と い

うこ とは ，B 「

が C ’

に い び つ な形で 延び る こ とに 等 し く， 当然 ，
　 rB − B 「

」 的世代差

の 拡大に 拍車をか ける こ とに もな る 。
こ の こ とは ， 世代の 継 起を通 じて社会的未成熟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　リ
者を育む と い う人間特有の 役割行為   を 阻害す る方向に機能す る 6D

。 もち ろん ， 歴史　　 　 　　 　 　　 　 サ　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　 　 の　 　 ■　 　コ　 　 　　 　 　
を 変える こ とと世 代論は 直接に は 無関係で ある。 しか し ， 歴史が変わ る こ と と世代論

は 有機的 に 結 び つ かねぽ な らない 。 そ して ， その こ とに よ っ て 「各世 代が 相互 に 鏡 と

な っ て 徹底的な 自己認識を し」Pt
， も っ て 激動期 に お け る教育の

一
助た らねば な らな

い o
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