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1
． 　 は じめ に

　どの社会 で も諸機能 シ ス テム の継続 に は ， 確実か つ 安定的 な世代交代が期待され

て い る 。 と こ ろ が今 ， 年長の 若者世代 （20代〜35代前半）の 中に ， 従来の 社会的モ

ラ ト リア ム 期間 を越えて も実社会 に うま く着地 しな い 層が 顕在化 して きた 。

　日本社会 の 経済的基盤 の 維持 ， ひい て は社会 シ ス テ ム の 人的要素の 再生産 そ の も

の に深刻な影響 を もた らす との 危機感 を ベ ース に ， これ まで 「モ ラ トリア ム 期間の

（長期 の ）延長」「成熟拒否」 「社会化不全」と い っ た 言葉で 記述 ， 説明 され て い た青

年期の 問題 が
， 今 い っ そ うの 広 が りと深 刻 さ を増 し て い る と い うの が大方の 見方 で

ある 。 診断だ けで な く具体 的な処 方 の 早 期 実行 こ そが 求め られ て い るの で は な い か ，

とい う声 も日増 しに高 ま っ て い る （例えば
， 玄 田 2001， 小 浜 2004， 橘木 2004）。

そ れ を受 け雇用政策 ， 教育改 革 ， キ ャ リア支援策 な ど様々 な領域 で の施 策の 必 要が

説か れ ， こ の 問題 は に わ か に全 社会的 問題 と して 注 目を集め て い る の で あ る 。

　 こ の よ うな 社会政策 的な視点か らの 問題指摘 が ， 若者た ち に ま っ た く届 い て い な

い か と言えば
，

そ うとは思 えな い
。 現実主義的な人生の 選択 が 「大人 に な る」 とい

うこ とだ ぐらい は ， 当人た ち も知 っ て い る。 で も， それ を今 は しな い
， で きない

。

そんな ディ レ ン マ を抱えた 「私」が ， 実社会 と の 接点を自分本位 に縮減 した り， 回

避ある い は拒否 した りしな が ら， それ で も自らの 生の 形 を模索 して い るの だ 。 芹沢

（2002，
31頁 ）は引 きこ も り現象 を引き合い に して

，
こ うした事態を ， 制度が 引 き受

けて い た社会的 モ ラ トリア ム が 空洞化した こ と に 伴う，
モ ラ ト リア ム の 個人化 とそ
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の 困難 さ に お い て捉 え よう として い る 。

　本稿 で は， 後者の 視点に 立 ち つ つ
，

こ の 問題 が埋 め 込 ま れ て い る もう少 し基層的

な 事情に こ だわ っ て み た い
。 後期青年期問題が 主 と して 労働経済 シ ス テム と雇用市

場 を土台 として構造 化 され て い る こ とは間違い な い に して も， こ の 問題 を真 に 問題

た ら しめ てい る もの を冷静 に解読する た め に は ， 現代社会 を成立 させ て い る地殻の

様相 （岩見　1998） と
， 当の 若者た ち の 「自己社会化」 （Luhmann 訳 書　1993）の

あ りよ う と を複眼 的 に 捉 える必 要が あ る か らで ある 。 変動 と流動化の 激 しい 時代 に

あ っ て は ， 若 者 は両親 よ りも 「時代 に似 る 」 と い う言葉 と と もに （Bauman 訳 書

2001
，

168頁）。

2 ．　現代社 会論 の構図一 く個 人化 の 徹底 〉 と 〈大 きな物語 の 終焉〉

　社会は ， 人 と人 との か か わ りの網 の 目と して記述 で きる。 と同時 に そ こに は ， そ

う したか か わ りを通 して分泌 され る 人び と の振 る舞い を意味づ け る文化が 張 り付 い

て い る。 か りに前者 を 「か か わ りの シ ス テ ム 」， 後者 を 「意味の シ ス テ ム 」と呼ぶ な

ら ， 今 日多 くの 論者 が説 くと こ ろ に よれ ば， 現代社会の 特徴 は ， か か わ りの シ ス テ

ム として は 〈個人化 の 徹底〉， 意味 の シ ス テ ム として は 〈大 きな物語の 終焉〉と い う

点 に ほぼ 集約で き る だ ろ う 。 両者は む ろん 別 の こ とで はな く， 互 い に互 い を前提 と

して い る こ とは 言 う まで もない 。

　個人 化 は近 代化 と 同義 で ある 。 近代社会 に あ っ て 「個人 化 は宿命で あ っ て
， 選択

で は なか っ た 。 個人 に 選択の 自由は ゆ るされ て も， 個人 化 を逃れ ， 個人化 ゲーム に

参加 し な い 自由 は ゆ る され ない 」 （Bauman 訳書　2001， 45頁）か ら で あ る 。 しか

し， 今 日の い わ ゆ る ポス トモ ダン状況 は ， その徹底 した個人化過程 に 晒 され て い る

と い う点 で初期近代 とは区別され る。 集団や組織 へ の ア ク チ ュ アル な準拠の弱化 は

全領域 に 及 び， 家族 や職業集団 とい っ た 基礎的 な中間集団が ， 各成員 を剥 き出 しの

個人 に する こ と に ブ レ ー キ をか けて い た 時代の 場の 力学 さ え も揺 るが して い る （武

川　2004）。 例 えば ， 多様な形 を と っ た近 代家族像か らの逸脱 ， あ る い は頻繁 な転職

や容赦 な い リス トラ な どの 会社帰属 の流動化 と い っ た事態が 恒常化 しつ つ あ る こ と

が ， それ を物語 る 。 政治 シ ス テ ム も こ の 流 れ に棹 さ し
，

い っ そ うの 「民 営化 ・ 規制

緩和」 （Bauman 訳書　2001） を推 し進 め て もい る 。

　こ こ に か らむの が ， もう一
つ の 「大 き な物語の 終焉」 と い う事態で あ る。 N ．ル

ー
マ ンが 言 うよ うに ， 「機能的分 化 社会 」に お ける相互 に 分離 した 各機能シ ス テ ム

が ， それ ぞれ の シ ス テム 維持 の た めの オ ー
トポ イ エ シ ス （自己塑成 ， 自己創出） を
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発揮す る と き ， 全体社会 を取 り仕切 る大文字の 原理 を以 前の よ うに は 見出す こ と は

で きない
。 真理 や進 歩 とい っ た 大 きな物語 に 託 され た完全性 ， 必然性の 到来 は もは

や望 め ず ， 偶然性 ， 不確実性 ， 不安 定性 を常態 とせ ざる を得 な い
。 もはや望 めな い

が ゆ え に ， 消滅 した 大 き な物語 を埋 め 合わ す何か を ， 人 は求め た が りもす る 。 N ．ボ

ル ツ の い う 「意味に 餓 え る社会 」 （Bolz訳書　 1998） とは ， そ う した （初期近 代の ）

大 きな物語の 郷愁か ら解放 され て い ない
， 未熟 な社会 と診 断され た現代社会の こ と

で ある 。
こ の よ うな観点か らすれ ば ， 現代社会が 迷宮で あり現代人が 迷子 で ある と

い っ た表現 も許 され る よ うに思 わ れ る 。

　ポ ス トモ ダ ン 的 と言 われ る こ の よ うな状況 は ， む ろん高度に 消費化 ＝ 情報化 した

近代後期 の 「豊 か さ」 をバ ッ ク に した現代資本制 シ ス テ ム の 「体質」 と深 くか か わ

っ て い る 。 労働力 ・欲望 の抽 象化 と自由化 （見田　 1995）， 主体性
・意 味の 揺 らぎ と

流動化 は ， 消費 と情報 に依存す る近代社会の 体質 の原因で あ り結果 で もあ る。 した

が っ て ， 資本制 シ ス テ ム の 自己 創出過程 と して 加速化す る こ の 消費化 ＝ 情報化の 動

き も， 個人 化 の 徹底 と大 きな物語 の 終焉 とい う 「流 体 的近 代」化 （Bauman 訳 書

2001）の よ り広範 な進行の 中で 捉 え られ て ， は じめ て その 意味が 明 らか に な る は ず

で ある 。 消費 と情報 へ の欲望が ， 初期近代の 変容 に よ っ て 欠 い て し ま っ た もの （堅

固な ア イ デ ン テ ィ テ ィや 帰属すべ き共同体） を代理 物で 埋 め合わ す とい う機能を ，

こ こ で も果た して い る か らで ある 。

　本稿の 狙 い は， 以上 の よ うな現代社会の 素描を下地 と し ， そ の 磁場 に埋 め 込 まれ

なが ら青年期の 延長戦 をさ まざ まな形で 生 きて い る 同時代人 た ちの 心 理 一
社会 的な

生態 を読 み 解 くこ と に あ る 。 その 際導 きの 糸 に な る の は ， 選択の 自由 ， 虚構の リア

リテ ィ ， 着陸不安 ， 成熟困難 とい っ た相互 に 関連 しあ っ た キ ーワ ー ド群で ある 。

3
． 個人の 「選択 の 自由」

3．1． 「ル ン ペ ン に もなれ る 自由」

　個人化の 徹底 と大文字の 価値 の 衰退 は ， 世襲 的身分や共同体的規範 か ら解放 され

た 個人 に ， 自由へ の 果て し ない 希求 とそ の 切実 さ を植 えつ け る 。 しか し， そ の こ と

は 同時に ， 個人 に これ ま で に な い ほ どの 負荷 をか け る こ とで もあ る 。 現代人 を解放

す る と同時 に呪縛する この 個人 の 自由を ，
い さ さ か もて あま して い る われ われ が確

か に い る 。

「い い わ ね 。 わ た した ち は ， 芸術作品の っ も りで ， こ れ まで に な い 本格 的な計算
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で ，
エ リー トを つ くりだ そ うと して い る の よ」「その 子 は ， 私た ち の 人生の 最高傑

作 に な る と思 うわ 。 同時 に ， それが子供 に と っ て も， 最大の 自由を与えてや る こ

と に なるの よ」 （は じめ か ら東大行 き と決 めて お い て ， 自由な の か い ）「自由よ。

それ で こそ ， 本 当の 自由人 に なれ るの よ 。 だ っ て ， 子供 は ， 本来 ， 自主性の な い

もの な の 。 そ の 子供が ， 成人 して い よ い よ自主 性 を発揮 しよ う と い うときに な っ

て ， あそ こ へ も行 けな い
， こ ち らへ も入れ な い

， とな っ て は ， それ こ そ不 自由で

は な い か しら」（……）「超
一

流大学 を出て い れ ば ， （中略）どん な こ と もで き るわ 。

無限に 選択 の チ ャ ン ス が ある わ けよ 。 その とき こ そ
， 子供 は

， 『ほ ん とうの 自由人

に して くれ た 』 っ て ，
バ ンザ イす るわ よ」 （…

…
）「その 子が ， 今の あなた の係長

さん の よ うに なろ うと ，
ル ン ペ ン に なろ うと ， それ は ， 子供 が 自由に その 自由を

行使 し た 結果で あ っ て
， 子供 自身の 責任 。 子 供 だ っ て

，
あ き らめ る わ よ」 （城 山

1978， 33頁）〔文 中の （ ） は夫 の 会話部分 ，

…… は夫の 沈黙 を示す ：引用者〕。

　城 山三 郎が 描 い た 1970年代の 「素直な戦士た ち」は
，

一一
言で 要約すれ ば

， 「教育 マ

マ 」に よ る早期英 才教育の被験者で あ り， また犠牲者だ っ た。 しか し今か ら振 り返

る と ，
こ の 小 説に は もう

一
つ 別の 重 要 な問い が投げか け られ て い るの に気づ く。 そ

れ は ， 主人公で ある母親が英才教育の 正当性を理 屈づ けす る た め に 思わ ず発 した
，

「ル ン ペ ン に もなれ る 自由」をめ ぐる問い で ある 。 こ の
一

見 ラ デ ィ カ ル な 自由論 の語

り手 は ， 小 説で は母 親で あ り， 当時の 学歴神話の 最 も熱い 信奉者た る親た ちで あ っ

た 。

　そ の後 ， 成功 ・ 幸 福を手 に入 れ る手段 としての 学歴価値が 相対 的に 下落 した。そ

れ に 呼応 して 今で は ， その 意匠 を変 え つ つ も語 り出され る 自由論 は若者た ち 自身の

もの に な っ て い る 。 『トーキ ョ
ー ・ フ リータース タイ ル 』と い う興味深 い データ本が

あ る （マ ーブル ブ ッ クス 　 2004）。 こ こ で 取 り上 げ られ て い る49人 の ほ とん どが プ リ

ー
タ

ー
の メ リッ トと して あげる の が ， 身軽 さ ， 責任 回避 ， 時 間管理 の 自在 さな どを

内容 とす る 「自由」 なの で あ る 。 フ リー
タ

ー
に な る こ とで 「自由な時間 を買 っ て い

る 気が す る」と回答す る者 もい る 。 時間の 自由を プ ラス価値 とす る姿勢は ，
フ リー・

ア ル バ イタ
ー

と い う呼称や 就労形態か らすれ ば同義反復で しか な い
。 しか し ， 当人

た ち の価値づ けの参照根拠は ， と もか く 「自由」 な の で ある 。 正 規就労や離家に よ

る 「自立 」 よ りも重 大だ と言わ ん ばか りに ， 今の 若者た ち も また 自由人 で あ る こ と

を欲 して い る 。 後期 青年期問題 を考 える と き ， 彼 ら彼女 らを呪縛 して い る この 自由

の 問題 を避 けて 通 る こ と は で き ない
。
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3．2． 「選択 の 自由」の 限界

　四 半世紀 を隔 て て ， 自由が 語 られ る文脈 は ， 将来 ど ん な こ と もで き る よ うに 子 ど

もに 今の 不 自由を強 い る と い う もの か ら， 本人 自身が 今 どん な こ と もで きる よ う し

て お きた い と願 う もの へ と， 確 か に 変奏 した 。 しか し両 者 と も， 「ル ン ペ ン に な る」

こ とが 他 と同 じよ うな選択肢 と して 心底想定 され て い るわ けで はなか ろ う。 そ して

何 よ りも ， 「選択 の 自由」そ の もの を指向す る心性で ある とい う点で ， 両者 は共通 し

て い る 。

　自由はひ と まず 「選択可能性」 と定義 され る。選択 は ， ある 目的 を達成す る こ と

を目指 して行 わ れ る もの で あ り， その 際に 開示 され る選択肢 の 集合か ら何か を選 び

取 る こ と ，
つ ま り選 択 ＝ ＝ 決定す る こ とを意味す る （偶有性の 否定）。 他方 ， 可能性

は ， 決定の た め に 用意 され た選択肢 の幅で あ り ， 「他の選択 もあ りえた」とい う留保

の 可能性であ る （必 然性の 否定）。 したが っ て ， 自由に は決定 と留保の 二 つ の 局面が

貼 り合わ さ っ て い るの で あ る 。

　近代社会に お い て は ， 自己 の アイ デン テ ィ テ ィ は与 え られ，発見 さ れ る もの で は

な く， 何 か との ア イ デ ン テ ィ フ ィ ケ ーシ ョ ン （自己 同定） を通 して 選択 され ， 獲 得

され る もの に な っ た 。 けれ ども， 選 択の 自由は ， 選択肢 の 幅 と分配 をめ ぐる不平等

の 問題に 出会 わ ざる をえ ない
。 ラ イフ チ ャ ン ス （R ．ダー レ ン ドル フ ）や潜在能力 （A ．

セ ン ） とい っ た選択肢 の 幅 と， その 自己選 択を実現 し うる 「効果的 自立 に必要な資

力 ・ 資質の 分配 」，
つ ま り「身 に ま とうこ との で きる ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 数」と ， 「ア

イ デ ン テ ィ テ ィ を選択 し ， 保持 す る能力」の 分 配 は平 等で は な い （Bauman 訳 書

2001， 43頁）。 自己 実現 の権利は平 等だが ， 実現す る能力 は平等で は ない
。 に もかか

わ らず， 誰 もこ の 個人化ゲ ーム か ら降 りる こ とはで きな い の だ 。 そ して今 ，
こ の 不

平等 は機会 や 結果 だ けで な く， 個人 の アス ピ レ ーシ ョ ン （や る気）や希望 と い っ た

動機づ け に も強力 に 浸潤 して い っ て い る （山田　 2004）。

　 自由な選択 とい う言い 方 に は ， もう一
つ 重 要な論点が 内包 され て い る 。 何か を選

択す る場 合 ， それ を選 ぶ 基準 自体の 選 択 とい うもの が あ るに違 い な い
。 そ う した い

わ ば選 択の 選 択 は い か に して な され たか ， と い う問題 で あ る 。 当該社会 で 信憑 され

て い る価値や 規範 ， 文化資本な どが それ に あた る とす れ ば ， 選択の 自由は第二 次的

な 自由で しか な い し ， 自由 に 選 択 した とは も は や 言 え な い （仲正 2003， 佐伯

2004）。 選択の 自由を論 じる場 合 ， ど こか の地点で 自由を放棄 して い る ， ある い は す

で に 決定 され た 選択 に よ っ て今選択 をして い る ， と い うパ ラ ドッ ク ス を考 えざる を

得な い はず で あ る 。
こ の 第二 次的な選択の 自由が迷走 ・暴走す るの を相対化す る究
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極の 決 定者 として ， 大澤真幸 （1998）が 「第三 者の 審級 の先験 的選択」，佐伯啓思 （2004）

が 「超越的な 『義』」 とい っ た もの を想定す るの も，
こ の地平 に お い て で あ る 。

　個 人 の 自由な選択 に は ，
こ の よ うに も っ と重層的な 深い 問い が 背後 に つ き ま と っ

て い る 。 に もか か わ らず ， 今 日の 若 者 は ， そ う した個人 の 選択の 自由の 「背後 に あ

る もの もあ えて 排除 しよ う」 として い るか に 見え る （佐 伯　 2004
，
283頁 ）。

…
相手 の顔 を み る とや る気に 充 ちて い る。

つ ま り失 う もの は何 もな い そ とい う表

情だ 。

…
あの お 兄ち ゃ ん の や る気 （殺意）は本物だ と思 っ た 。 そ して

一
瞬羨ま し

い 気が した の も確か だ っ た （三 浦　2001
，
440−1頁 よ り再引）。

　これ は ， 吉本隆 明が ホ ーム レ ス の
一

人 にか らまれか けた時の 体験話で あ る 。 「失 う

もの は何 もな い 」 とい う根源的な地 点 を通過 す る体験 とそれ へ の憧憬 ・ 渇 望 が ， 青

春 と青年 とい う語 に 宿 っ た とす る三 浦 は ， か つ て 共同体 の 通過 儀礼の 中に あ っ た こ

の体験が近代社会 にお い て は外部化 され ， 青春 とい う観念や 青年 とい う集団に 「再

埋 め 込 み 」され た の だ ， と読み 込 む 。 彼は また ， 1960年代 に 「青春」 は終焉 した と

断 じ， ほ ぼ 1970年代 に入 る と同時 に ， 「青年」は 「若者」 とい う言葉に ， 「教養」 は

「知」と い う言葉 に ， ほ とん ど
一

挙 に 置 き換 え られ ， 吉本が なお 保持 して い る 「失 う

もの は何 もな い 」 と い う自由 （青春） の幻影 も消滅 して しま っ た の だ と言 う （三浦

2001
，
338， 441頁）。 ま さ に そ れ し か選 び よ うが な い と い う根源的な選択が ， な され

よ うが な くな っ た こ と こ そ ， 終焉 と呼ぶ に ふ さわ し い と い うわ けだ 。

　「失 うもの は何 もな い 」 とい うラ デ ィ カ ル な 自由を持 ち得な い 今 の 若者 に とっ て

は ， こ の切実 さ は 「何 も失 い た くな い 」 と い う切実 さ に と っ て変 わ っ た の で は な い

か 。 そ うだ とす れ ば， 何 も失わ ぬ ま まな され る選択 は 第二 次的な もの となる ほ か な

く，
こ の 種 の 余裕 が 選択の 決定 を遅 らせ

， 選択肢の 前 で佇 ませ る の か も しれ な い
。

フ リーターに せ よ ニ ー トに せ よ ， そ うした 選択肢の 次元 に と ど ま る限 り， 「邪魔 の入

らない 自由は ， 裏返せ ば，
と るに た らない 自由」で あ る こ との証 明 で あ り， 「自由が

許 され るの は ， そ の 自由が重要 で ない 場合だけだ」（Bauman 訳書 2001
，
46頁）と

い うこ と に気づ か な い の も当然か もしれ な い 。

　今の 若者が ， 「ホ ーム レ ス に もな れ る」と い う選択肢 を持 つ 自由 を， 心 の ど こか で

「それ こ そ 自由 と い うもの だ」と考 えて い る と した ら， その 気 に なれ ば金 は稼 げる と

い う 「豊か な社会」神話を担保 と して い るに違 い な い
。 そ して大 きな物語が 雲散霧

消した後の 不確実性の 時代 とは ， 予 見 の で きな い 市場 の動 きが か え っ て 消費の 欲望
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を活性化 す るよ うに ， 選 択肢 が ， そ して こ の選択の 自由 と い う観念 自体が無限に 増

殖す る時代 に ほか な らな い 。 地球規模 の危 険や 社会的不平等 と い っ た 構造的問題 に

対処す る に は ， 個人 化 した人 間の 自己実現能力だ け で は不可能で ある に もか か わ ら

ず ， で あ る 。

4 ．　 現 実へ の 着陸不 安

4．1． 「虚構」の 時代

　個人化の 徹底は極私化を促 し， 初期近代の 大 きな物語 を信憑す る状況を次々 に解

体 して い く。 自己 の 存在根拠は
， 自前で 調 達 し な け れ ばな ら な くな る 。 大 き な物語

の 終焉 は ， 自由 を もっ ぱ ら 自己 中心 的な 「個人 の 選択 の 自由」 と し て 観念的 に純化

させ つ つ
， 自己 決定 ・自己責任 とい う形 で

一
人 ひ と りの 行動様式 を把捉 して い く。

こ うした 自由の 個人化が ， 若者た ちの リア リテ ィ構成 の 現場 に お い て ど の よ うに 展

開す る か を次 に 見て み よう。

　戦後の 日本社会 を ， 現 実 とい う言 葉 に対す る反対語 で解読す る こ とが可能で はな

い か ， と い うア イデ ィ ア の も とに
， 見田宗介 （1995） は 「理想」「夢」「虚構」 と い

うキ ー ワ
ー ドで 戦後史の 変遷 を描 い て 見せ た。大澤真幸 （1996） に な らっ て簡潔 に

要約すれ ば ， 戦後す ぐの 「理 想の 時代」 に あ っ ては ， 理想 は実現 され る べ き将来 の

現実 と して み な され るか ぎ りに お い て ， 現実 と地続 きの 可能世界で あ っ た
。

と こ ろ

が現在，
そ うした両者 の 関係 は崩れ ， 現実 の理 想 へ の 変更可 能性 は信 憑 され な くな

っ て し ま っ た 。 東京デ ィズ ニ ー
ラ ン ド， 渋谷 ， 映画 「家族 ゲ ーム 」， 健康飲料 ， オ タ

ク， 新新宗教 な ど ， 時代 の 虚構性 を例証す る事例は十分で ある
。

こ うして
， 本来「反

現実」と し か規 定で な い 「虚構」性 が人 び との も う
一

つ の 強靱 な リア リテ ィ を構成

して し ま っ て い る ， と い うわ け で あ る 。
こ れ を線形 的な変遷 とみ るか ど うか

， また

現 在 を脱 虚構 の 時代 と して 新た な 第四 期 に 入 っ た とみ る か ど うか に つ い て は議論が

あ ろ う （東　2002， 大塚　2004）。 しか し こ こ で は ， 現実の対語で あ る との前提 と，

時代の変化が単線的で は な く積層的だ とす る考 え方 に も配慮 して ， 今日の 日本社会

の 基調が まだ見 田の い う第三 期の 「虚構の 時代」 に ある もの と解して お こ う。

　 A ．シ ュ ッ ツ らの 現象学的社会学に よれ ば ， 「至 高の 現実」 と も称 され る 日常生活

の 現実 は ， わ れ わ れ を， 生命の 維持や 他者 との 相互 作用 を不可欠 とした身体性を も

っ た具体 的な生活者 と して そ の 社会に 棲む こ と を可能 に して い る次元 で あ る。 生れ

落ちた人 間が
， まず棲む こ と に な る地平だ と考 えれ ば よ い

。 また ， 物質
・生 命 ・心

の 「入 れ子構造」的存在 と し て の 人間が全的に 生 き る地平で あ る と言 っ て もよい （木
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下 2002）。 これ に 対 して
， 「飛 び地 の 現実」 と い っ た もの が 点在す る 。 それ は ， 映

画 を見た り， 遊び に 夢中に なっ て い た りす る時 の比較的短時間の 現実で あ る 。 両者

が と もに 人 に よ っ て 生 き られ る現 実で ある以上 ， わ れわ れ の 生 き る リア リテ ィが多

元的で あ る こ と
，

しか しそ こ に は ヒ エ ラ ル ヒ ーが ある こ とが 示唆 され て い る 。 と こ

ろが ， 虚構 の 時代 とは ， この ヒ エ ラ ル ヒーの あ り方 に根本的な揺 らぎが生 じて い る

時代なの で ある 。

　 バ ーチ ャ ル ・リア リテ ィ ， オ ン ラ イ ン ・ コ ミ ュ ニ テ ィ とい っ た語が 日常語化 し ，

現 実 と虚構 の 区分 を め ぐる議論 も喧 しい
。 虚構 を大文 字の リア リテ ィ と感 じる心性

の あ りよ う は
， 重 力 や身体性 に 拘束 された地 勢 図 とは区別 され る 。 身体性の 喪失 を

特徴 とす る イン ター ネ ッ トの 世界は
， 人 間の 五 感が 動員 され る現実 とは違う現実 を

構成 して い る 。 他者 の まな ざしか ら身 をか わ し匿名性 を保持す る こ とで ， 身体的 ・

社会的属性 を非重 力的 ・非社会的な次元 に縮減 で きる 。 比 喩的に 言 え ば仮想の 「宇

宙ス テ
ー シ ョ ン 」（岩見　1995）に留ま っ て い た い の だ 。 そ れ は 「カ プセ ル 人間」（平

野 ・中野 　1975）， 「洞窟を出な い 遊牧民」 （Bauman 訳書　2001， 200頁） と い っ た

表現 をよ り現代化 した もの で ある とも言 え よ う。

　確か に ， 情報伝達技術の 高度化は 個人の イ ン ター フ ェ イス を薄 く狭 くし， ケータ

イや PC の 画 面 が ユ ーザー
の あ る意味で 「視野狭 窄」を もた ら して い る面が な くも

ない
。 だ が ， こ こで 重要 なの は ， 現実 と虚構 の混 同だ とか ， 取 り違 えだ とか で はな

く， 心 に よ っ て 現実が構成 され る こ とは 変わ ら な い の で あ っ て ， 変容 した とすれ ば

それ は心 の レ リバ ン ス ・志向性 に 求め られ る べ きだ と い う こ と で あ る 。
い つ の 時代

で も ， 大文字 の 社会 は実体 と して 不 可視な ま ま ， モ ノ や情報 や他者 の あふ れ る雑 多

な 世界 と して ある 。
い か な る社会 に あ っ て も人 は， 自 らの生 に 「か かわ る／ かかわ

らな い 」 とい う図式 の 「か か わ る」側の 半面で 生 き る
。 何 とか か わ る とす るか が

，

構成 され る 多元 的現実の 図柄 を変 え る 。

　現代社会が大文字 の イ ズム ， 「大 き な秩序」や公 的領域 を保持 しに く くな り， 個人

の 集団帰属が断片的 ・一時的な もの に な る に つ れ ， 個人 はそ うした か か わ りの チ ャ

ン ネル を頼 らな くな る 。 結果 ， 「環境」に 対 して 剥 き出しに され る とい う事態が顕在

化す る 。 そ の と き， 心 的シ ス テ ム として の個人 の 意識 は 「環境1 の 縮減 を 自分本位

に 成 し遂 げ る よ う迫 られる
。 心 は原理的に 「脳内現象」で あ り， 心 を語 るの も心で

ある 。 その 心が ， と て つ もな く複雑 に な っ た環 境 と増大す る無知 に 間断な く対峙 し

なけれ ばな らな い 時代 に あっ て ， 心 は，
こ う言 っ て よけれ ば本来 の 虚構性 （幻想性）

を頼 り に せ ざ る を得 な くな り， 以 前に もま して 「私」 とい う物語 を 自由 と い う名の
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も とに虚構しな くて は な らな くな っ た 。 これ が ， 虚構 の 時代 に お け る社会化 の磁場

の
一

つ の 様態 な の で あ る 。

4．2， 離陸不安か ら着陸不 安 へ

　「大人 で あ れ ば逃れ られ な い 各種 の 責任や 義務 の な い 気軽 な若 者た ちの 姿が 目立

っ た 。 離陸す る時期が ず っ と遠 くに 置かれ る よ うにな っ た の で ある」「離陸の ため の

気圧が低 い た め ， 学生 時代が終わ っ た後 も， 飛 び立 て な くな っ て し ま う若者が生 ま

れ た 」 （宮本　2002， 16， 22頁）。
こ こで 言われ て い る気圧 の 低 さ とは ， 豊 か さ を当

た り前 とし， 切羽詰 っ た 自立 を選 択す る必 要が ない 「甘 え」や 「依存」の 状態 を指

して い よう 。 と もす れ ば こ の よ うな事態 は ， 離陸困難 ・離陸不安 とい うふ うに理 解

され ， 不安 を取 り除 き巣か らの 旅立ち を支援す る と い う馴染 みの 枠組で 若者 の今 を

見 る こ とに な る 。 けれ ども， 虚構の 時代に あ っ て は事態 は逆転 して い るので はな い

か 。 物質的な豊か さを当た り前の ように享受す る者は ， 趣味や感性をか かわ りの第

一
原理 に した 「飛 び地 の 現 実」が 日常化 し （岩見　1993， 166−8頁）， 虚構世界 で棲

息す る方 に慣れ親 しみ を感 じる と い う よう に 。

　身近 な 若者た ち の 自己語 りを聞い て い る と ， 以前の よ うに 「私 とは何か 」 を求 め

て 苦 しむ とい うよ り， 例外 な く， 着地の 場所 を決 めか ね て上 空で の旋 回 を続 けて い

る
一

人乗 り飛行機 の イメ
ージが つ きま とう 。 着陸の 動機づ けの 成否 を決定す るの は ，

この 「居場所」の 有無 なの で ある 。
パ ラ サ イ ト ・シ ン グル の あ りよ うは ， さ しず め空

中に い なが ら家族 か ら給油 を受 けて い る図 として 描か れ よ うが
， 家族が そ うした居

場所 と して積極的 に選 ばれ て い るわ けで は ない
。 や は りそ こ に も， 実社会 に着陸す

る こ との 引 き延 ば しや回避 の 心性 ， 場合 に よ っ て は恐怖 が ， 透 けて 見 える の で あ る 。

　着地 を難 し くして い る理 由に は も っ と根源的な事情 もあ る こ とを忘 れ て は な らな

い 。 若者が この 社会 に は魅 力が 欠 け ， しか も良 くな る見通 し もない と思 っ て しま う

と き ， 着地 を回避 した くな るの も道理で ある 。 不本意 な着地 は ， 当人 に は妥協 や諦

念 の 思 い を募 らせ る だ けだ 。 そ して それ を埋 め合わ す か の よ うに ， 現 代社会 に は彼

ら を魅了 す る モ ノ ， 情報 ，
バ ーチ ャ ル な二 次元世界が ふ んだ ん に用 意 され て もい る 。

身体性 ・他者性 を喪 うよ うな消費 へ の ， そ れ は誘惑 と もな る だ ろ う 。 他方 ， サ ブ カ

ル チ ャ
ーな どの 消費的世界 に も親和的 で な い 場 合 は ， そ れ は往々 に して 独 我的 な

非
一
社会的な 自由 を指向す る こ と に もな ろ う。 個人化の 徹底 に よ っ て ， 自我信仰

・

自己実現欲求が 己 を支 え る唯
一

の 拠 り所だ と され る と き ， 「あ る者 に と っ て の 解放

は ， 別の 者 に と っ て の 不安で ある」 （Luhmann 訳書　2004， 269頁）し ， 自分 の 自由
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に と っ て 究極的な 障害は 他者 の 自由で あ る と思 わ れ るか も しれ な い
。

こ の 引き こ も

りに も通 じ る感 じ方 は ， 他者 に 囲 まれ た 実社会 へ の 着地 を 「望 み た くない
， で きれ

ば忌避 した い 」 もの にす る はずだ 。

　若者が享受 し うる モ ラ トリアム の 自由が ， 自立 に 向か う こ とな く， す べ て こ んな

形で 消費 ＝ 情報化社会の み へ の 適応や 非社会的 な性向 ・ 態度形成を結果 して し ま う

と い うわ けで は ない 。 実際 に は
， 幸運 に も自己 の 掲げ る具体的目標に そ っ て ピ ン ポ

イ ン トで 適所 に 着地す る 「勝 ち組」 もい る し， 燃 料切 れ や諦め の た め に重力 に 引 き

寄せ られ るか の よ うに ど こ か に 着地す る 「妥協組」もい よ う。 しか し多 くの 若者を

包み 込 む 空気 に は ， 本格的着地 へ の不本意感が 色濃 く漂 っ て い る。着陸不安 は ， 理

想 に 向か っ て 現実世界 を飛び立 ち新た な現 実を構築 し よう とす る際 に抱 く離陸不安

と は
， 対 照的 な 心性 な の で ある

。

4．3．　 目的喪失 と 自己喪失

　す で に 論 じた よ うに
， 現代社会が選択の 自由と して 個人 の 自由 をか た ど る と き ，

選択肢の 拡大 自体が 自由だ とい うナ イーブ な理 解 をつ くりだす 。 自由は 目的 と は切

り離され た選 択可能性 として の み主 観の 中に保存 され る 。 この 思 い 込み は ， その よ

うな 自由は
一

旦選択 ・決定を して しま うと自由で な くなる と い うさ らなる思 い に よ

っ て 上塗 りされ る。 だか ら， 決 め られ な い
。 若者 たちが 陥 る迷宮 は こ う した 自由 を

め ぐるデ ィ レ ン マ と して 描か れ る 。

　マ ー トン を引き合 い に出す ま で もな く， 手段 の 獲得可能性 ・配分の あ りようが関

心 の 中心 に な る時代 に あ っ て は ， 手段喪失の 不安 感が うごめ く。 と こ ろが ， 大 きな

物語が 終焉 した今 ， その 目的設定 自体が個人 に委 ね られ ， 関心の 焦点 は
， 自らが 「も

ち う る手段の 数 と， その 持続的有効性 を念頭 に お き， リス ク を計算 しなが ら， 手の

と ど くあた りに （つ ま り， 獲得可能だ と い う意味で ）浮遊 す る ， 魅力的 な 目的の ど

れ を優先 す るか なの で あ る」 （Bauman 訳書　 2001， 79頁）。 こ の こ と は ， 手段 の 数

を多 く持ち ， 獲得可能性が限 られ て い る選択肢 を手に して
， な お優先 の 決 断を躊躇

な くで き る もの が 「勝 ち組」 に ， 相対的 に差別化効果の 少 ない 手段 を手 に して相応

の 獲得可能 な 目的群 で は合点 した くない と選択 を保留 して い る もの を 「負け組」 に

す る社会 と合わせ 鏡 に な っ て い る 。

　こ の こ とに くわ え ， 現代 の 青年現象に は興味深 い 事実 も指摘で きる。 それ は ， お

た くや英才教育 を受 けた 子 ど もた ち の こ とで ある 。 お た くは， あ る早 い 時期 に 自分

の 趣味的世界 に 拘泥 し ， 「自己の 偏愛 す る 『文化』の ス トーカー
」 （長山　2003， 180
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頁 ）に な る こ とを選 び取 っ た ， その 意味で 自己 決定 を して し ま っ た ラ イ フ ス タ イル

で あ る。 また ， い わ ゆ る習 い 事の 世 界 に 早 くか ら親 しま され た二 世や 英才教育 の 該

当者は， 目的 の 他律 的決 定 を受入 れ （後 に 自らの 意思 に よ っ て 選び 直 した と考 え ら

れ る に せ よ） その 目的に 同化 した者 で あ る 。 両者 は選択 の 自由の 拡大 と し て 描 か れ

る迷宮の世界 とその 迷子状況か ら ， フ ラ イ ン グ的 に逃 れ る こ との で きた者た ち なの

で あ る 。 現代社会の 構造的迷子状況 へ の 早 期対処 を ，
つ ま り心 的 シ ス テ ム の 環境 「縮

減」戦略 を ， 期 せず して 行 い 得た者 と言 っ て もよ い だ ろ う 。

　 しか し ， 人 生の 目的や生 きが い を選択 ＝ 決定す る こ とは大 い な る跳躍 で あ る に 変

わ りはな い
。 しか も大 きな物語 を欠い た 今， それ をそ っ く り埋 め合 わす もの は見 当

た らない
。

こ の 目的喪失の 不安感 こ そが 現代人 に と っ て 際限 な い 躊躇 と苦悩 の 原因

とな っ て い る。「や りた い こ とが 見 つ か らな い 」とい う多 くの 若者 た ちの 強迫的 と も

言え る思 い は ， 明 らか に こ の 時代 を実直に 引 き受 けよ うとす る者 の 迷 い なの で は な

い か 。 なんの た め に就職や結婚 をす るの か が 定 ま らな い ま ま ， 資格取得 に走 り合 コ

ン の 予 定 を入 れ ざる を得ない
， 可能的選 択肢 の 豊 か さ を志 向す る若者た ち が そ こ に

い る 。 目的 を 自己 選択 ・決定 す る手前で ， 自由 を も っ ぱ ら可能性 と して の み 留保す

る構 えが見て とれ る 。

　こ の 目的喪失の 不安感 と同調す るの が ， 自己喪失の 不安で あ る 。 機能的分化 と い

う進化 を続 け る現代社会 は ， 人間 を全体性 ・統
一

性 を もっ た存在 に す る こ とをきわ

め て 困難 に して い る 。 近代の 主体性 と い う物語が ， 断片化す る不 安定 な 「私」の あ

りよ うを前に して 大 き く揺 ら い で い る こ と は ， 誰 も否定で き な い だ ろ う。 ル ーマ ン

流の 言い 方をすれ ば ，
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン シ ス テ ム と して の 多元的な 「社会」に ペ

ル ソ ナ と して か か わ る人格 （役割人間） と ， 心的 シ ス テ ム の 固有性 を担保す る方向

で 当の 意識が 創出す る 「私」 との あ い だ で の
， 直接的な架橋 は不可能で ある。

コ ミ

ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に よ っ て 振舞 われ る人格 と は 異な り， 「私」は ブ ラ ッ クボ ッ クス なの

で ある 。 しか もその 「私」 は ， 今 日に あ っ て は 自らが 出会 う出来事 に曝 され 続け，

た えず流動化す る の を抑 えが た い
。

バ ウ マ ン は言 う。

一 「あ ら ゆ る人 間は
， 自分

の 生活 を芸術作品に し よ うとす る 」。 人生 と い う粗末 な材料 を使 っ て こ し らえあ げた

芸術作品 は ， 「ア イデ ン テ ィ テ ィ」と呼ばれ る。 ア イデ ン テ ィ テ ィ の 追求 とは ， だ か

ら ， 自らが 「外見 と い う表皮 をめ くる と
， そ こ は ぐず ぐずの 流体で あ る」こ とを必

死 に 隠蔽 し， 「非形態 に形態 を与 え る連続的闘い 」と も形 容 され る ， 自己 喪失 へ の 不

安 を しの ぐ営 みな ので ある ， と （Bauman 訳書 2001， 107頁）。

　先述 した 自己実現 と い う言葉 も， そ うした ネガ を隠 し た ま ま焼 き付 け られ 彩色 さ
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れ る写真 に与 え られ た 標語だ と も言 えよ う。 個 性 な り自己 実現 は ， そ の 全体性 と固

有性 を前提 に夢想 され る幻想 ＝ 物語で あ る 。 それ は現実の 社会 シ ス テ ム か らすれ ば ，

機能的に は それ 自体無意味 な もの で あ る。各機能 シ ス テ ム に と っ て 人間 は 「環境」

に 過 ぎな い 。 例 え ば フ ァ ス トフ
ー ドの 店員に 必 要 なの は 「内心 」で はな く，

マ ニ ュ

ア ル 化 され た接客的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン なの で ある 。 その よ うな事態が ， は っ き り

か お ぼ ろげか は別 に して透視 され る とき ， 自己 実現 とい う目標 が社会生活に お い て

に わ か に達成され る と考 え る こ と はで き まい
。 な る ほ ど， 仕事の や りが い と い っ た

言葉 も人 を着地 へ と駆 り立 て はす るが ， 着地を妥協だ と思う者か らすれば
，

それ は

む しろ
， 社会 シ ス テ ム に飼 い 馴 らされ る こ との 別 名 とな っ て しま う。 離陸さ れ た現

実の 方は ， ます ます欺瞞 と矛盾に 満ちた ， 大人 た ちの 仕切 る汚れ た世界 に見えて く

る 。

　 目的喪失 と自己 喪失 の 不安感 は こ うして共振 しあい
， それ が 募れ ば募 る ほ ど 目的

を選 択す る自由 と自己実現 を希求す る 思い を宙 吊 りにす る 。 組織 は不 自由だ ， 自由

な時間が ほ しい とい っ た独 白は ， 着地 し て し ま うこ とへ の た め らい の表明なの で あ

る 。 そ して ， 何の た めの 自由か ， 何 を目指 して の 自己実現か とい う 目的を持つ こ と

の 困難 さ は ， そ の ま ま現 代 に お け る成熟 困難 と重 な っ て い く （斎藤 2003， 199

頁）。

5 ． 成熟論再 考
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6

5．1． 未熟 なま ま大人 に な る こ と／大人 に な らない まま成熟 す る こ と

　大人 に な る ， 成熟す る こ とを含意す る離陸が延期 され拒否 され る とい う事態 は ，

大人 に な るた め に初期近代が 用意 した離陸物語 が規 範力 を失 っ て しま っ た こ とを意

味す る 。 とすれ ば ， 現代社会に おい て人 は もは や 「成熟」 しない の か 。
い わ ゆ る後

期青年期問題 の見極 めに は ， 成熟概念の 再考 が 不 可欠 とな ろ う 。

　 　 　 　 　 　 　 　 な ま

　例 え ば ， 「未熟が生 に で て ， 人 間の 関係 の なか で もそれ が ま っ た く恥ずか し い こ と

で は な くな っ て い る 。 生 な の が ， む しろ よい とされ て い る」（サ ン トリー不易流行研

究所編　2002
，
207頁）とい う奥野卓司の 指摘は ，

カ ワ イ イな る 語が世間を席巻 した

光景 を想起 さ せ る に十分 で あ る。 前述 の 目的 喪失感 と自己喪失感に よ っ て もた らさ

れ る着陸不安 が ， 幼児化 ・退行 とい っ た 心理 学的用 語で説明され る所以で ある 。 ま

た
， 趣味や遊 び （と りわ け音楽 ・ス ポー ツ ・ 二 次創作）の価値が突 出する時代 を反

映 してか
， 自分 は 大人で は な い と明言す る学生や若 者が今や絶対多数 を占め る 。 三

浦 （2003， 382頁）が 言 うよ うに ， 教養に 置 き換え られた知 も， 修養 とか修行 と い う
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意味 は い っ さ い 含 まれ て お らず ， そ れ は趣 味の問題 に な っ て し ま っ た とい う感 が強

い
。 そ こ で登場 す るの が

，
お た くで あ る。

「お た く」は 成熟 しない ！

誰 もが青春 の
一

時期に 「世界」 と自分 の 違和感 に 悩む。 それ を乗 り越 え る こ と を

成熟 と呼ぶ 。 だが
， 自分 と同 じ幻想 を共有す る 「場」 が あれ ば ， その 「場」 こ そ

が本当の世界 で あ り現 実な の だ と思 い こ め ば ， 成熟 す る必 要がな くな る 。

…
成熟

を不 要 に す る こ の 「場 」 こ そ ， 「お た く」の 正 体 な の だ ！ （別 冊 宝 島 編 集 部

1989， 3 頁）

　前述 した よ うな現 実社会 へ の 着陸で は ない けれ ど ， あ る種 の仮想 の 「居場所」へ

と着地す る こ と で
， 未熟 な ままで い られ る とい うア ン チ 成熟論で ある 。 し か し

一
方

で は ， お た くが 産業社会 の 担い 手 として 不可欠 な役割を演 じて い る こ と を考 える と
，

彼 らは未熟な ま ま立派 に 「大人 」 に な っ て い る と言えな くは な い
。

　大人 に な る こ と と成熟す る こ との 不
一

致は別様 に も語 られ る 。 その 典型が ， 「大人

に ならずに成熟 す る」 とい う物言い で あ る （サ ン トリー
不易流行研究所編　2003，

金原　2004）。 社会が承 認す る と こ ろ の成長物語 を基準 として 「大人 に なる」こ とが

定義され て い る と した ら ， そ れ は変容 した身体が 伝統 的規範 に よ っ て 型嵌め され る

窮屈 さに も似 て ， 時代錯誤 的な もの に映 るだ ろ う。 既存 の 尺度 に 囚 われ る こ とな く，

時代 と共棲す る なか で 人 と して成熟 す る 方途 を探れ ば い い
。 課題 は

， 型 と して の 大

人 に な る こ とで は な く， 内実 と して の成熟 に こ そ ある 。 お お よ そ こ うい う議論 の 立

て方で あ る。

　大人 に な る こ と， 成熟す る こ と を区別 する こ とは むずか しい 。 大人 は ， 社会的な

承認／未承認 とい う規範的な 区別が生み 出す もの で あ り， 他 方 ， 成熟 は ， そ う した

「大人／子 どもの 区別の 上 に重 ね描 きされ る価値 的な区別」だ と
，

と りあえずは言う

こ とが で きる だ ろ う （鷲 田　2004， 184頁）。 しか しな が ら，
これ まで み て きた よ う

に ， 機能的分化が 進 み人間が社会の 諸機能 シ ス テ ム に 多元 的 に参画す るよ うに な り，

ラ イ フ コ ース も多様化 ・流動化す る とき ， 杜会が 個々 の 人間 を規範 的 ・価値的 に 区

別す るこ とは一
層困難に な る 。 当然 それ ぞれ の 境界 も揺 らが ざる を得 ない

。 大人 ／

子 どもの 区分 は ， か つ て の通過儀礼 の よ うな社会的承認 の制度が 明確で な くな っ た

今 ， 曖 昧に な る こ と は必定で ある 。 成年／未成年 と い っ た 法的な区分 も， その 曖昧

さ を便宜的に 年齢尺度 で か わ そ う と して い る よ うに しか 見 えな い 。 例 えば ， 入籍を
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しな い ま ま同居 してい る未成年 カ ッ プル が ， それ ぞれ の親 に パ ラサ イ トしなが ら，

NPO 団体で活動 に 精出 して い る ， と い っ た ケ ース に対 して ， 社会 は ど う定義す るの

だ ろ うか 。

5．2． 未熟 と 自由 ＝ 成 熟可能 性

　大人 ， 成熟 と い う言葉が と もに 社会 の 恣意的な物語 で しか な い とい う こ とが 透 け

て 見 えて しま っ た 以上 ， 規範的区別 に も価値的区別 に も個人化原理 が浸透 し， 「自己

認識 の た め の ， 心 理 的 な判 断基準」 （金 原　2004， 39頁〉 に委 ね られ るほか な か ろ

う 。 に もか か わ らず ， あるい は だか ら こ そ ， 若者 た ち の 大半は自分 を未熟だ と規定

して い る 。 とい う こ とは ， 若者 に は依然 として 未熟／成熟 図式が 「健在」で ある と

い うこ とで もある 。

　未熟 さ は ， 居直 れ る べ きもの で はな い
。

と りわ け， 若者 自身が そ う考 えて い る こ

と を見逃 して はな る ま い 。未熟 さ は ， 果て しな く成熟 の 形 を欲望す る こ とで意味 を

もつ ， リフ レ ク テ ィブな概念で あ る 。 未熟 さ の 自覚 は他者性 を開示 し， 個人 の 自由

の 意味 と行使 の あ り方を鍛 え直 し深化 させ るは ずで あ る 。 そ う した文脈 に お い て こ

そ
， 「分 か らな い こ とが らを手持 ちの 分 か っ て い る こ とが ら に還元す る の で は な く，

分 か らな い こ とが らに つ い て の 感受性 をた っ ぷ りも っ て 開 き っ ぱ な し に な っ て い る

とい うの が
， 言 っ て み れ ば ， 未熟者の 特権な の で あ る」（鷲 田　2003， 199頁） とい

う言説の 意味合い も， 輝 きを い っ そ う増す に違 い な い
。 未熟 は 自由を生み 出 し ， 自

由が新た な未熟 を発見する の で あ る 。

　 近代が終わ っ た わ けで はな く， 現代社会が
， 近代化 ＝ 個人化の 論理 を引 き受 けつ

つ
一

人 ひ と りの 事 実上 の 自己実現 を支援す る シ ス テ ム を デザイ ン す る と い う難問 と

格闘す る途上 に あ るの だ とすれ ば ， 個人の 成熟に も終 わ りはな い 。 それ も永遠の プ

ロ ジ ェ ク トな の で あ る 。 例 えば 「サ ブ カ ル チ ャ
ー

は ， 不確定な 『私』の
一

時的 な避

難所で あ っ て
， 『私』を構築す る強制力は な い 」（大塚 　2004， 164頁）と ， な お も語 ら

ざるを得ない と した ら，近代的な主体 ＝成熟論の 可能性 を再構築す る こ とが
， まず

は心 的 シ ステ ム を長年自己観察 して きた 大人 たち の しな けれ ばな らない 責務 だろ う。

　 「後期青年期問題」の 内実は
，

こ れ まで 見て きた現代 社会 の 磁 場 の ど の 局面に 強 く

感応 す るか で ， そ の 現 れ方 も多様 で ある 。 た だ それ らは ， 後期青年期 と い う時期 に

固有 に 存す るわ けで はな い 。 フ リーターの 若者た ち に 欠けて い るの は ， 時代の 「過

渡期 に お け る早 す ぎる ア ク ター と して 登場 して しま っ た の だ とい う危機意識」なの

だ とする見方 （上 西　2002， 74頁） も ， そ こで 終わ らせ て し ま っ て い い わ けで はな
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い 。 現代社会 と い う 「環境」 に 向 き合 う 「心的 シ ス テ ム 」の 自己社会化 に お ける困

難さ として ， す べ て の同時代人が 共有す べ き問題 なの で ある 。 高度消費化 ＝情報化 ，

液状化 ， グ ロ ーバ ル 化 ， 虚構化 ， 格差化が 同時進行す る困難 な時代 に生 き るわ れ わ

れ に 突 きつ け られ た こ の 問題 を ， 社会の 成熟可能性の あ りよ うを見据 えなが ら ， ま

さ に 熟考 す る こ とが 肝要な の で ある 。
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ABSTRACT

The  Problem  of  
"Extended

 Adolescence"

       in Japanese Society Today

                             IWAMI,  Kazuhiko

                             (Kansai University)

3-3-35 Yamate-cho,  Suita-shi, Osaka, 564-8680 Japan

                    Email: k-iwami@jttk.zaq.ne.jp

Among  the so-called  
"young

 adult"  generation (approximately 20 to 35 years

old)  there are  people who  do not  (or cannot)  a  place in real  society,  even  when

they  have  completed  the period of  social  moratorium.  It is certain  that this

problem  of  
"extended

 adolescence"  is structured  by the economic  system  and

labor market  of  Japan. However, it involves more  fundamental  issues, which

cannot  be simply  linked back te economic  problems.

   The  aim  of  this paper is to elucidate  the reality  of  the individual process  of

"self-socialization"
 our  contemporaries  living within  the'ir own  lifestyles in the

extra  period  of  extended  adolescence,  buried under  a  postmodern  situation

characterized  by an  
"unfinished

 individualization process" and  
"breaking

 up  of

grand  narratives  or  metanarratives."  In that case,  there is a group  of  key  words

that can  provide  clues  to answering  the question, and  which  are  interrelated;

they include the freedom  of  choice,  virtual  reality,  the  sense  of  
"fear

 of  landing,"

and  difficulty of  social  maturity.

   Modern  youth tend  to hesitate to land in the ;eal world,  as  a  result  of  the

enlargement  of  the idea of  freedom in a  land of  individual freedom of  choice,  and

the pursuit of  pleasure  or  comfort  in a  virtual  world.  However,  the youth in

question are  not  simply  lazy individuals trying to avoid  becoming independent.

AIthough  they  may  be Iike a  magnetic  substance  completely  engulfed  in the

magnetic  field of  contemporary  society,  each  one  still gropes honestly for a way

of  living their own  lives. We  should  look within  their 
"immaturity"

 for clues  to

promote  the increasing maturity  of  our  own  society.
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