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特集テ ー マ 「後期青年期の 現在」 に つ い て

紀要編集委員会 （特集企画担 当 ：本田由紀）

　今回の 特集 は ， 「後期青年期の 現在」とい うタイ トル の も と に ， 日本 に お け る20代

か ら30代前半 の 若者の 現状 に つ い て ， 多様な角度か ら検討 を加 え る こ とを企図 した

もの で あ る 。

　欧米諸 国に お い て は ， 社会 の構造 的変化 （た とえ ばベ ッ クの 指摘 す る 「個人 化」

や バ ウ マ ン の 指摘す る 「流動化」， あ る い は 「グ ロ ーバ ル 化 」） と と もに
， 青年期 の

長期化や 「大人 」 （成人期）へ の 移行 の遅延 お よび不明確化が 生 じて い る こ とが 指摘

され て い る 。 こ うして 青年期 と成人期の 問に 出現 した グレ イ ゾー ン に対 して欧米で

は関心が 高 ま っ て お り， この 時期 に お け る青年か ら成人 へ の 移行 に 関わ る様々 なメ

ル ク マ
ール

ー
離学 ， 就職 ， 離家 ， 家族 の形成 な ど一

の 問 の 関連性の 減少や 時間的前

後関係の 変化 ・逆転 な どに 関す る研 究が進 展 して い る 。

　 こ の グ レ イ ゾー ン の 時期 は ， 年齢層 として は ほぼ 20代 か ら3 代前半頃まで に該当

す る とい え る 。 こ の年齢段階 に 「ポス ト青年期」と い う名称 を与 える研 究も現れ て い

るが
， 本特集で は 以下 に 述 べ る よ うな考 え方 に基 づ い て 「後期青年期」とい う概念を

用 い る こ と に し た 。 すなわ ち ， 青年期 を子供期か ら成人 期 へ の 過 渡期 として位 置づ

け， か つ （延 長 され た）青年期 を30代前半 まで とみ な す見方 は従来 か らあ り，
こ の 意

味で の 青年期 の 後半部分 を指す 言葉 と して 「後期青年期」は適切 で あ る。「ポ ス ト青

年期」と い う言葉に は ， 「青年期の 後 に くる （新 しい ）時期」と い う意味が込 め られ て い

るが
， 青年期 と 「ポ ス ト青年期」が い か な る基準 に よ っ て 区別 さ れ るか に つ い て は ，

い まだ認識が 確立 され て い る と は い え な い 状況 に ある 。 それ ゆ え今回の 特 集で は ，

い わ ば地味で は あ るが よ り妥当な概念 と して 「後期青年期」とい う言葉 を採用す る 。

　 な お ， 主 に大 学生 を対象 とす る心 理学等の 研究 にお い て は ， 18歳 頃か ら20代 は じ

め頃 まで の 若者 を指 し て 「青年期後期」と呼ぶ 場合が あ るた め ， 「後期青年期」とい
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う言葉 は紛 らわ し く感 じられ るか もしれ な い
。 しか し

， 青年期の 延長 に 関す る議論

が蓄積 され つ つ ある 中で ， 依然 と して 20歳前後 を 「青年期 後期」 と呼 び， しか も大

学生 に焦点 を当て る こ との 多い この 種 の研究 に対す るア ン チ テーゼ の意味を も込 め

て ， 我々 は あえて 20代か ら30代前半の 多様な社会的立 場に あ る若者を「後期青年期」

とい う呼称で 取 り上 げ る こ とに した い 。 た だ し ， 特集 タ イ トル の 英訳 に つ い て は ，

上 記の 「青年期後期」を想起 させ る
【
late・adolescence

’
を用 い る こ とは避 け ， 今回注

目す る年齢層 を言 い 表す英語 と して
textended

　adolescence
’

を用 い る。

　 日本 で は ， 新規学 卒
一

括採用 を中心 とす る独特の 若 年労働市場 構造 を主 な背景 と

し て ， 最近 ま で 「後期青年期」 問題 は顕 在化 して い なか っ た 。 しか し90年代半 ば以

降 ， 日本で も欧米社会 と同様の 変化 が観察 され る よ うに な っ て い る。 た と えば学校

か ら仕事 へ の 移行 が 従来 と比べ て 困難 さ を増 し， 若年失業者や 「フ リーター
」， 無業

者が 増加 して い る こ とは周 知の 通 りで あ る 。 こ う した労働 市場の 変化 とと もに ， 若

者の 就業意識が 変化 して い る こ と も指摘されて い る 。
こ の よ うな仕事へ の 移行の 困

難化 は
， 若年層 に お ける階層格差の 明確化 を もた らして い る可能性が ある 。 また仕

事以 外の 側面で あ る家族形成の 点で も ， 晩婚化
・
非婚化や 少子化が著 し く進行 して

お り， それ は 「パ ラ サ イ ト ・ シ ン グル 」 と呼ばれ る離家の 遅延 と も直接 に 関連 して

い る 。 さ らに 「後期 青年期」に お ける下位文化に 関して も ， 携帯電話や イン ターネ

ッ トな どの メディ ア行動が もた らす影響 や ，
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン行動の 変化な どに

つ い て の 指摘は数多い
。

こ れ らの諸変化 は ， 「後期青年期」に お け る従来 の ジ ェ ン ダ

ー
構造 の ゆ らぎを物語 る もの で もあ る 。 家計の 担 い 手 とな りえ な い 若年男性の 増加

は ， 旧来の i生別役割分業 を成立 しに くくして い る 。 他方で ， この よ うな 「後期青年

期」の 問題性ばか りで な く， そ れ が 新 し い 価値観や 社会運動 ，
ラ イ フ コ ース を形 成

す る上 で 内包 して い る可 能性 に 着目す る 向 きもある 。

　 た だ し ， こ う した最近 の様々 な現象 を ， 現代社会 に お い て 「後期青年期」 が 直面

す る根本的な問題 と して 追求す る研究動 向は ， 国内で は散発的な もの に す ぎない 。

日本の 教育社会学 の 中で も， 20代か ら30代前半 と い う年齢層が抱 え る固有の 現実や

課題 に対 して 焦点 を 当て る研究 は ， 従来相対的 に少 なか っ た とい っ て よい だ ろ う 。

そ れ ゆ え本特集で は ， 「後期青年期 の 現 在」をテ ーマ と して 掲げ， そ こ に包摂され る

様々 な トピ ッ クに 関 する最新の 研究成果を提示す る こ と に よ り， 現代社会に お ける

「後期青年期」問題 へ の 関心の 喚起 を図 る こ とを試 み る。 そ して 「後期青年期」の 現

状 を検討 する こ と を通 じて， す で に 「近代」を超 えた段階に 足を踏み 入 れ つ つ あ る

現代 の 日本社会が 内包す る諸特質を逆照射す る こ とを も目的 とす る 。
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