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1．　 は じめ に

　従来の 発達／社会化理論 は ， 「青年期」か ら 「成人期」へ の 短 期間の ス ム ー ズ な移

行 を想定 して きた が ， それ は高度成長期の 日本社会の 実態に は か な り適合的 な もの

だ っ た 。 ほ とん どの若者 は ， 学校教育 の 終了 と同時に 就職 して 経済的 自立 を果た し ，

その 後間 もな く結婚 し， 子 ど もを も うけて い た 。 したが っ て ， 学校教育 と結 び っ い

た 「青年期」の 次に ， 経済的自立 と結婚 に よ っ て 達成 され る 「成人期」が くる と仮

定 して も， それ ほ ど認 識上 の 不都合 は感 じ られ なか っ た 。 しか し ， 現在で は ， 若 者

（特 に男性）の 雇用状 況 の 悪化 や フ リーター志向の 高 ま り， 晩婚化 ， 成人 した子 に対

す る親 の援助 の
一

般化な どに よ り， 学校教 育 を終了 して か ら経済的 に 自立 して 「結

婚家族」 を形 成す る まで の期 間が 長期化 して い る 。 さ らに ， この 傾向は ， 成人期 へ

の 移行期間の 延 長 に とどま らず， 従来 の 「大人 にな る こ と」の 意味 さ え も不確 か な

もの に し つ つ あ る 。 「ポ ス ト青年期 」（post
−
adQlescence ）とは ， こ うして 青年期 と成

人期の 間 に 出現 した 移行期 を独 自に 把握す るた め に 措定 さ れ た概 念 で あ る （宮本

2004， 247頁）。

　現代の 日本社会が ， 男女の 生活 を非対称 に構造化す る ジ ェ ン ダー化 さ れた 社会で

ある とすれ ば
，

そ の 内部 に 出現 した ポ ス ト青年期 の若者た ち の 経験 に お い て も ， 男

女間で 様々 な非対称性 が見 られ る と思わ れ る 。 しか し， 日本 の 教育社会学 に お い て ，

ジ ェ ン ダー研究の 側 か らポ ス ト青年期問題 に正面 か ら取 り組む と い う試 み は これ ま

で の と こ ろ な さ れ て い な い
。

一
方 ， ポス ト青年期 に 焦点 を当て た 研究の 中に は ， 若

久留米大学
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者た ちの 意識や行動 に見 られ る性差や その 社会的背景 に 言及 して い る もの が 見 られ

る。 しか し ， それ らは個別 の事 象 へ の 言及 に と どま る 傾向に あ り， 必ず し もポス ト

青年期の ジ ェ ン ダー構造の 全体像 を明 らか に しよ うと して きた わ けで は な い
。 さ ら

に ， ポス ト青年期 の 出現 とそれ に ともな う 「大人 に なる こ と」の 意味 の揺 らぎが
，

日本社会全体の ジ ェ ン ダー構造 に どの よ うなイ ン パ ク トを与 え うるの か に つ い て の

考察 も十分 とは い えな い
。

　 そ こ で 本稿 で は ， 既存の 調査 ・研究の 知見 を手 がか り と し て ， ポ ス ト青年期の 若

者た ち の 間 に見 られ る ジ ェ ン ダー構造の 特徴 を探 る と と もに
，

ポ ス ト青年期 の 出現

が 日本社会全体 の ジ ェ ン ダ ー構造 に もた らす イ ン パ ク トに つ い て 考察 を行 い
， 今後

の 「ポス ト青年期 とジ ェ ン ダー1 研究の 課題 を提起す る こ と を目指す。以 下 で は ，

まず ， 近代産業社会 に お ける 「大人 に な る」 こ との 意味の ジ ェ ン ダー差 を確認 （2

節） した後 に ， 現代 日本の ポス ト青年期 に お ける ジ ェ ン ダー構造 を ， 生 活実態 ， 将

来展望 ， 満足度 と い う 3 つ の側面 か ら概観す る（3 節）。 続 い て
， ポス ト青年期 の 延

長 とその 背景 と して の 経済情勢 の 変化が 日本社会 全体の ジ ェ ン ダー構造に与え るイ

ン パ ク トに つ い て 考察 し （4節）， 最後 に今後の課題 を述 べ る （5 節）。

2
．　 男女で 異 な る 「大人」の 意 味

　近代産業社会 に お い ては ， 青年期か ら成人 期 へ の 移行過 程 は 「学卒 → 初就職 → 結

婚 う 親 に な る こ と」 と い う
一

連 の ラ イ フ イベ ン トの 流 れ として 理 解され て お り， 就

職 と結婚 は 「大人 に な る」 こ との 指 標 と して 重 要 な意 味 を与 え られ て きた （小林

1967）。 男性 も女性 もこ れ らの ラ イ フ イベ ン トを同 じ順 序で 経験 しな らが 「大人」に

な っ て い くこ とか ら， 「大人 に な る」過程に お ける男女 の 経験 の違 い は見 えに くい
。

しか し， 産業社会 に お ける 「大人 に な る こ と」の 意味 は ， 当初か ら男女の 間で 実質

的に 大 き く異 な っ て い た 。

　U 。ベ ッ クが い うよ うに
， 近代産 業社会 は ， 生産 と家族 の 分離 とと もに性別 に よ っ

て 男女 を異な る労働へ と割 り当て る身分社会で あ る 。 こ の 身分制 は ， 産業化以前の

伝統的遺制で はな く， 産業社会 に 固有 の もの で あ る （Beck 訳書　1998， 216−222

頁）。 こ う した産業社会に 特有 の ジ ェ ン ダー構造 は ， R ，　 W ． コ ン ネ ル の ア イ デア

（Connel1訳 書　1993）を敷衍 した江 原 由美子 の 定式化 （江原　2001）に従 っ て
， 「性

別分業」 と 「異性愛」お よ び そ れ らか ら生 じ る 「男性支配」の 秩序 と して 把握で き

る。公 的領域 で は ， 賃労働 に お け る 「性別分業」が女性を周辺化 ・排除す る
一

方で

男性 を中心 に 引き寄せ ， 男性の 女 性 に対 す る社会経済的支配体制 を形成す る 。 私的
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領域 に お い て は ， 「異性愛」 に媒介 され た経 済単位 と して の 「結婚家族」が 形成 さ

れ ， そ こで 夫の 扶養責任 と妻 の 家事責任 とい う 「性別分 業」が 営 まれ る こ と に よ り，

女性 の 経済的不利益 は夫 へ の 経済的依存 に よ っ て相殺 され る 。
こ う して ， 公 的領域

に お ける 「性別 分 業」 と私的領域 に お け る 「性別分業」は ， 「異性愛」に も とつ く結

婚 を媒介 と して ， お互 い を支 え合 い なが ら女性 に対す る男性 支配 の体制 を形 成 す る。

　 こ う して ジ ェ ン ダー化 さ れ た社会 にお い て は ， 「大人 に な る こ と」の 実質的な意味

は ， 男女 で 大 き く異 な っ て い る 。 男性 に と っ て 「大人 に な る 」うえで 最 も重要な意

味を もつ の は ， 経済的 自立 をもた らす就職 で ある 。 結婚生活 に お い て夫 に 扶養責任

が 求め られ て い る と すれ ば， 経済的 自立 は男性 に と っ て は結婚 の 前提 とな る 。

一
方 ，

夫 の 扶養責任 と妻 の 家事責任 と い う性別分業 の もと で は ， 男性 に と っ て 結婚前 と結

婚後 に お ける生活上 の大 きな変化 は ない
。 結婚や 父親 に な る こ とが ， 男性 に とっ て

社会的に 「
一

人 前」 と見 なされ るうえで 重要で ある と して も ， それ は象徴的な意味

に お い て の重 要性で しか な い
。

　他方 で ， 女 性 に と っ て 「大人 に な る」 うえで 最 も重 要な意味 を もつ の は ， 就 職で

は な く， 結婚 そ して 母親 に な る こ とで ある 。 女性 の場 合 ， 結婚 に よ っ て 夫 へ の 経済

的 な依存が可能 とな るた め ， 就職 に よる経済的 な 自立 は結婚 の 前提 に は な らな い
。

比較的裕福な親の も とで育 っ た娘の場合 ， 学卒か ら結婚 まで の 問の 就業期間 は ， 結

婚 まで の 延長 され た
一

種 の モ ラ トリアム として位置づ け られ る 。

一
方 ， 女性 の 場合 ，

男性 とは 違 っ て 結婚前 と結婚後で 生 活パ ター ン が大 き く変化す る 。 結婚退職 す れ ば，

生 活 の 主 た る場 は職場 か ら家庭 へ と変化 し ， 労働 の 内容 も職業上 の 賃労働 か ら不払

い の 家事労働 へ と変化す る。 子 どもが 生 まれ る と それ に育児が加 わ る 。 父親 は直接

子 ど もの 世話 を しな くて も 「よ い 父 親」で い られ るが
， 母親が 「よ い 母親」で い る

た め に は直接的 に子 ど もの 世話 を しな けれ ばな らない 。

　 こ こで 特筆すべ きは ， 大人 に な る過程 を 「シ テ ィ ズ ン シ ッ プ」， す なわ ち 「社会 へ

完全 に参加す る状態」 へ の移行 と見なす立 場 （Jones　and 　Wallace 訳書　1996
，
43

頁）か らすれ ば ， 近 代産 業社会 に お け る典型 的 な女性の ラ イ フ コ ース に お い て ， 結

婚 は 「大人」へ の参入 と い うよ りもむ しろ 「大 人 」か らの 撤退 を意味 し て い る と い

う点 で ある 。

　 もち ろ ん
，

こ こ に 述 べ た 「大人 に な る こ と」 の 意味の ジ ェ ン ダー差 は ， 理念型 と

して の近代産業社会 に お け る単純化 さ れ たモ デ ル で あ る 。 日本で は， 女性の M 字型

就労 曲線 の くぼ みが 底 をつ い た 1975年以降 ， こ うした モ デル 通 りの カ ッ プル の割合

は低下 して お り， 現在で は ， 実際の 男女 の 大人 に な るプ ロ セ ス は よ り複雑 な様相 を
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呈 して い る に違 い ない
。 そ れ で も ， 次節 に示 す よ うに

，
こ う した 「大人 に な る こ と」

の 意味の ジ ェ ン ダー
差 は ，

一
般的傾向 と して は 依然 と して持続 して い るの であ る。

3 ． ポス ト青年期 に お け る ジ ェ ン ダー構 造

　「青年期」か ら 「成人期」へ の 移行期間 と し て の ポ ス ト青年期 の 若者 の 実態 は ， さ

しあた り次 の 3 つ の研究領域 に見 い だ す こ とが で き る。 フ リーター問題 を中心 とす

る労働研究 （就職 の延期 また は拒否）， 未婚化 ・晩婚化論 を中心 とす る結婚研究 （結

婚の 延期 また は拒否）， 成人 未婚子 の 親子 関係に 関す る研究 （経済面 ・ 生 活面で の 自

立 の 延期 また は拒否）で ある 。 以下で は ， こ れ らの 研究 の 知見 に 依拠 しなが ら ， 現

在の 大人 へ の移行期間の実態が男女で ど う異 な っ て い るの か ， また ， 男女双 方に と

っ て 「大人 に な る こ と」の 意味は どう変化 して い るの か を確認 して い くこ とにす る 。

3．1． 若者 た ちの 生活 とジ ェ ン ダー

　ポ ス ト青年期 の 若者た ち の 生活実態 は ， 労働市場 に お ける女性の 周辺化 と女性の

他者 に対す る経済的依存 とい う， 全体社会 の ジ ェ ン ダー
構造 に 対応 したパ ター ン を

示 してい る 。

　労働市場 に お け る女 性の 周 辺化 は ，
い わ ゆ る非典型雇用 に お け る 女性比率の 高 さ

に表れ て い る。
一

般 に ，
フ リータ ー

問題 に お い て は男性 が ク ロ ーズ ア ッ プ されが ち

で あ るが ， それ は男性 を一
家の 稼 ぎ手 とみ な す社会 の常識が反映 さ れ た結果で あ り，

実際に は フ リーター
の 割合 は 男性 よ りも女性 の 方が高い 。 日本労働研究機構の 研究

グル ープ に よ る 「就業構造基 本調査」 の再集計結果 に よれ ば
，
1997年の 時点で

，
ブ

リーター （在学生お よび既 婚女性 を除 く， 勤 め先 に お ける呼称 が 「パ ー ト ・アル バ

イ ト」で あ る 15〜 34歳の 有業者） の 中で女性が 占め る割合 は58％で あ り， 人 口全体

に 占め る フ リータ ー率 を見 て も ， 男性 6 ％ に 対 し て 女性 は 16％ で あ っ た （本田

2002）。

　女性 は ， 男性 に比べ て フ リーターに な りが ちで あ るだ けで な く， 男性 よ りもプ リ

ーターか ら離脱 し に くい 状況 に も置か れて い る 。 男性で は年齢階層が 上が るに連れ

て フ リーター
率が低下す る （20代後半 4 ％→ 30代前半 2 ％） の に 対 して

， 女性の 場

合 は 25歳以 上 で も 14％の 者が フ リーター に と ど ま っ て い る （本田　2002）。 東京都在

住の 18〜29歳 の若者 を対象 に 行 っ た 調査デー タ分析に よ れ ば ，
フ リーター

か ら正 社

員 に な ろ うとす る時の 成功率 は ， 男性で は 7割以 上で あ るの に対 して ， 女性 で は 5

割未満 で あ る （小杉　2002）。
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　労働市場 に お ける 女性の 周辺化 は ， ポス ト青年期 の若者た ち の 男女収入 格差 に も

反映 さ れて い る 。 内閣府が 2003年 に行 っ た 「若年層の 意識実態調査 」に よれ ば ，20〜 34

歳 の 学生 を除 く未婚 の 若者の 平均年収は ， 男性280万 円 に対して 女 性220万 円 と， 男

性 の 方が高 くな っ て い る （内閣府 　2003， 104頁）。

　 さ らに ， こ う した 労働市場 に お け る女性 の 周辺化 とそれ に と もな う男女 の収入 格

差 は
， 未婚期 の 親 へ の 経済的依存の 度合 い に お け る男女差 に も反 映 され て い る 。2000

年の 「国勢調 査」 に よれ ば ， 20〜34歳の 未婚者の 親 との 同居率 は ， 男性63％ に対 し

て 女性 73％ と 10％ も女性の 方が 高 くな っ て い る （内閣府　 2003， 101頁）。 同居率 の

高 さ と相 ま っ て ， 親か ら経済面支援 を受 けて い る未婚者 の割合 も女性 の 方 が高 い
。

内閣府の 調査 に よれ ば ， 親 と同居 して い る若者 （学生 を除 く2 〜 34歳 ）の うち ， 家

賃 ， 食費 ， 光 熱費 な どの 基礎的生活 コ ス トの 「ほ とん ど」 ま た は 「大半」 の援助 を

受 けて い る と答 えた 者の 割合 は ， 男性の 67％に 対 して女性で は 82％で ある 。 生 活費

を親 に拠 出 して い る者の 拠出額 も， 月平均 で 男性4．1万 円に対 して 女性 2．9万 円と女

性 の 方が 低 くな っ て い る （内閣府　2003， 105頁）。

　 こ うした未婚女性の 親 へ の 依存度 の 高 さ は ，

一
方で ， 労働市場 に お ける女性 の 周

辺化 と男女賃 金格差 と い う構造的要因に よ る と こ ろ が大 き い と思わ れ る 。 しか し他

方で
， 女性に 不利 な労働市場 の 現状 を見越 して 経済的 自立 を志 向 しな い と い う女性

自身の 態度や ， 女性に は 経済的 自立 を促 さ ず女性 の 依存 を よ り許容す る と い う親 の

意向や社会の 風潮 が
， 女 性 に不利 な労働市場 の あ り方の 維持 に荷担 して い る側面 も

あ る と考 え られ る （宮本　2004
，
154頁）。

3．2． 若者 た ちの 将 来展 望 とジ ェ ン ダー

　ポス ト青年期 の若 者た ち は ， 生活実態 と い う客観的側面 に お い て の み な らず ， 将

来展望 と い う主観的側面に お い て も ， 全体社会 の ジ ェ ン ダー構造 に 対応 した パ タ ー

ン を示 して い る 。

　結婚相手 に対 す る希望は男女 で大 き く異 な る傾向に あ るが ， そ う した希望 の ジ ェ

ン ダー差は ， 経済面で の 男性優位 と家庭内性別分業に対応した もの となっ て い る。

1993年の 世論調査で は ， 「夫の 方が 妻 よ り収入 が 高 い 方が望 ま し い 」と い う考 え方 を

支持す る者の 割合は ， 20歳代で は男性57％に対 して女性70％， 30歳代で は男性 61％

に対 して 女性 73％で あ り， 夫の 妻に 対す る経済的優位が
， 男女双 方，

と りわ け女性

に よ り支持 され て い る傾向が うか が える （経済企 画 庁　1998
，
177頁）。 内閣府の 調

査 （2003） に よれ ば ， 結婚相手 の条件 と して 重視す る項 目の うち， 男性 よ りも女性
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の 回答の 割合が高い 項 目で その差 が も っ とも大 きい の は 「収入 の 安定」 （男性 6％ ，

女性47％）で ある 。 他方， 女 性よ りも男性の 回答の 割合が 高い 項目で その 差が もっ

と も大 きい の は 「家事が で き る」 （男性34％ ， 女性 7 ％）で あ る （内閣府　2003
，

172

頁）。

　 こ うした結婚相手 に対す る若者の 希望 に み られ るジ ェ ン ダー
差 は ， 若者た ちの 労

働お よびキ ャ リア観に も反映され て い る。 東京都在住の 18〜 29歳の 若者を対象 とし

た調査 に よれ ば ， 男性た ちの 間で は ， 労働 市場か らの 撤退 を希望 す る者 ほ とん どお

らず ， 「将来 は 独立 して有名に な り， 高 い 収入 を得 る」こ とが望 ま し い ラ イ フ コ
ー

ス

と して ほ ぼ 共有 さ れ て い る 。 そ うし た回答か ら は ， 「独力 に よ る地位達成 へ の野心 を

秘 め つ つ 黙々 と働 く存在」 として の 男性像が浮か び上 が っ て くる 。 他方 ， 女性 で は ，

2割近 くの 者が 3 年後の 望 ま しい あ り方 と して 「働 か ない 」こ とを希望 して い る （本

田　 2001）。

　 フ リータ ーの若者 た ち の 間で も同様 の 傾向が 見 られ る 。 フ リータ ーの 男性 たち の

自己イ メ ー ジは概 し て 暗 く， フ リーターで あ る限 り社会的に 「
一

人前」で は な く，

結婚 の 機会 が 非常 に 限 られ て い る と認識 して い る 。 対照的に ，
フ リー ター

の 女性た

ち の 間で は ， 将来 に対 して そ れ ほ ど暗い イ メ ージ は な く， 結婚 が フ リーター生活 か

らの離脱の ほ ぼ 唯
一

の 選択肢 と して 思 い 描か れ て い る 。 そ して
， 女 性た ち は，

フ リ

ーターか否 か に 限 らず ，
フ リーター

男性 を結婚相手 として冷酷 な まで に拒絶 す る傾

向に あ る （本 田　 2002）。

　 こ の よ うに
， 若 者 たち の 将来展望 に お い て も， 「男性稼 ぎ手 」カ ッ プ ル の形成が理

想 と して描 か れ て い る 。 とこ ろが ， 近 年の 未婚化 に 関す る研究 は ， 経済情勢 が変化

してい る中で ，
こ う した 旧来通 りの 結婚観が維持されて い る こ とが未婚化を促進 し

て い る と分析 して い る。 高度経済成長期 に は ， 学歴 と （将来的な）経済力の 両方に

お い て ， 若 い 男性 た ちが父親世代 を上 回 っ て い た た め ， 男性 た ち は教育達成 と職業

達成 を通 して上 昇 移動す る こ とが で きて い た 。 そ して ， 女性た ち は そ う した 同世代

の 男性 と結婚す る こ とに よ っ て 上昇移動す る こ とが可能で あ っ た 。 日本全体が豊か

に な っ て い くなか で ， 多 くの カ ッ プル が家庭 内性 別分業 を行 い なが ら親世代 よ りも

生活水 準 を上 げる こ とがで きて い た 。

　低成長時代 に は い る と収入 の 伸び は頭打ち と な るが ， 年功序列賃金制 に よ り父親

世代 の 方が若い 世代 に比べ て ず っ と収入 が 高 い
。 し た が っ て ， 女性が ， 結婚 に よ っ

て経済的な依存先 を父親か ら同世代の 男性 へ と移行 さ せ る と生 活水準 が低下 す る可

能性 が高い 。 結局 ， 豊か な親 の も とで 育 っ た男女が 「男性稼 ぎ手」カ ッ プル で生 活
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しよ う とすれ ば ， 結婚 は双 方に と っ て 「生活水準 を下 げる イベ ン ト」 （山田　1999，

74頁） とな っ て しま う。

　若 い 世代の 収入 が 低 くて も ， 夫婦で 共働 きをすれ ば生 活水準 の 低下 は あ る程度抑

え る こ とが で き る 。 また ， 女性の 高学歴化 と 「男性並 み 」の キ ャ リア形 成の 可能性

が広が る中で は ， 女性が 自らの教 育達成
・
職業達成に よ っ て 生活水準 を維持 す る こ

と も可能で あ る し， 階層的に低位の 男性が そ う した女性 と結婚す る こ とに よ っ て 上

昇移動 す る こ と も可能で ある。 しか し， 配偶者選択は ， 経済的要因だ けで な く 「好

き ， 嫌 い 」 と い っ た 感情に も基づ い て 行わ れ る 。 山田 昌弘が い うよ うに
， 幼少期 か

らの す り込 み に よ っ て 「身体化 され た」異性 に対 する 好み の パ タ ー ン が性別役割分

業 と対応 した も の で あるか ぎ り， 「男性稼 ぎ手」モ デ ル か ら大 き く離れ た タ イ プの 結

婚 を若者た ち が 進 ん で 選択 す る こ とはそれ ほ ど容易で は な い （山田　1996
， 56−64

頁）。

　こ う して
， 経済的状況 と結婚の 理 想 との ギ ャ ッ プ は ， 結婚の意思 はあ るの に結婚

へ と踏み 切れ な い 若者 の 割合 を高め て い く。 四 方理 人 は ， 既存調査データの 二 次 分

析結果 を総合 し て ， 「専業主 婦」希望 者 の 女性 は ， 結婚 の 意思 は 強 い に もか か わ ら

ず ， 結婚の タ イ ミ ン グは比較的遅 い こ とを見 い だ し ， そ の 理 由を ， 「専業主婦」希 望

者の 結婚相手 に 求め る経済力 と現実 との 不
一

致 に求 め て い る （四 方　2004）。

　結婚へ の 躊躇 は， 結果的に親 へ の 依存生活の 長期化 を招 く。 しか し， 父親 の経済

力 と母親の 家事サ ー ビ ス の 両方に 助け られ て 暮 らす 「パ ラ サイ ト・
シ ン グル 」 （山田

1999）に典型的 な よ うに ， 親 へ の 依存生 活の 長期化 は ， 独身生活 を ます ます居心 地

の良 い もの に し， 若者た ち に結婚 へ 踏 み 切 る こ と をます ます思 い とど まらせ る こ と

に な る
。

　こ う した中で ， 若 者た ち の 間で は ， 性別役割分業 に お け る権利 はその ま まに義務

は放棄す る とい う，
い わ ば 「お い し い と こ取 り」 と もい え る志 向が高 ま っ て お り，

それ が 男女双 方に とっ て結婚の 意義を ます ます不明確 に して い る こ とが指摘 され て

い る。多 くの 女 性た ちが ， 結婚 の 不利益 と して 「家事 ・ 育児負担の 増加」 を挙 げ て

お り， 家事 ・ 育 児に 明 け暮れ る生 活 は 「自由が な くな る」生活 として 忌避 さ れ て い

る （江原　1994）。 か と い っ て 彼女 らは ， 経済的 に 自立す る 自覚も不完全 で あ る 。 こ

う して ， 女性た ちの 間 に ， 家事 ・育児は 夫婦で 分担 しなが ら も経済的 な責任 は夫 に

負っ て も らい
， 自 らは趣味や （収入 を度外視 した）趣味的な仕事 に よ っ て 自己実現

を図 る とい う 「新・専業主婦志向」 （厚生省　1998， 33頁）が 高 ま る 。 しか し， そ う

した生 活 を彼女 た ち に提供す る こ との で き る都合の よい 男性は ご く限 られ た割合で
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しか 存在 しな い
。

一
方， 男性た ち も ， そ うした女性た ち の 変化 を目の 当た りに し ，

自分だ けが 経済的責任を負 うこ と を疑問視し始め て はい る もの の ， 妻 に働 い て もら

う分 ， 自分 の仕事 を犠牲 に して まで 家事 ・育児 を担 う覚悟が で きて い るか ど うか は

疑問で ある （山田　1999， 181頁 ；宮本　2004， 112頁）。
こ うして

， 男女双方に とっ

て 「大人に な る こ と」の 意味が 曖昧化 しなが ら， 未婚化 は さ らに 進行 して い くとみ

られ て い る 。

3．3． 女性 の 満足 ， 男性の 不満

　先 に見た よ うに ， ポス ト青年期 の 女性 たち は ， 同年代 の 男性た ち に比 べ て ， 労働

市場 にお い て よ り不利な状況 に置 か れて お り， 経済的自立の 度合い も低 い ままで あ

る 。 それ に もか か わ らず，
ポ ス ト青年期の 女性の 生活満 足度 は ， 同年代 の 男性た ち

や 他の 年齢層 に比 べ て か な り高い 。 2004年に 実施 さ れ た 「国民 生活 に 関す る世論調

査」 に よれ ば ， 現在 の 生活 に対 して 「満足」 ま た は 「まあ まあ満足」と答 えた者の

割合は，
20歳代の 女性で は 67％で あ り， 同年代の 男性 の 56％を10％以 上 も上回 っ て

い る 。 過去 5 年間 に行わ れた 同調査 の結果 を見て も， 20歳代の 女性の 満足度 は， 男

性 も含 めたす べ て の 年齢階層の 中で ， 70歳以 上 の女性 と並 ん で 常に 最 も高い 数値を

示 してい る （内閣府大臣官房政府広報室　2004a）。 また
， 学生 と既婚者 を除 く全国

の 20〜 34歳の 若者 を対象 とした調 査で は ， 同様 の 回答 を した者 の割合は， 男性の43

％ に対 して女性で は64％ と20％以 上 も高 くな っ て い る （内閣府　2003，
104頁）。

　 こ う した ポ ス ト青年期 の女性 の 満足度の 高さ に つ い て は ，
い くつ か の理 由が 考 え

られ る。第 1 に ， 労働市場 に お け る低位 は ， 必 ず し も 「生活全体の 質」に お ける低

位を導 くとは限 らない （本田　2001）。 確か に ， すで に見 た よ うに ， 現在の 日本の労

働市場は依然 と して 男性 に よ り有利な場 で あ る 。
しか し

，
そ こで 支配 的な価値 ・規

範 に ， よ り個人 の 自由度 を制限 し ， 個人 を精神的に 追 い 詰 め る側面が あ る とす れ ば ，

その 中心 に位置す る者 ほ ど ， そ う した プ レ ッ シ ャ
ーを受 け る 可能性 は 高 くな る D 小

笠 原祐子 が企 業で の エ ス ノ グラ フ ィ
ーを通 して 明 らか に した ように ， 企 業社会の メ

イン ル ー トか ら疎外され て い る
一

般職 の女性社員だ か ら こ そ ， 逆説的 に も上 司 に対

して 堂々 と抵抗 で き る と い う気楽 さ を手 に す る こ とが で き る場 合 もある （小笠 原

1998）。

　第 2 に ， 消費社会 の文脈 に お い て は ， 社会的地位 は収入 よ りも購買力に よ っ て決

定 され るた め ， 収入 の少 な さは必ず し も満足度の低 さ に は結び つ か な い
。 先 に述べ

た よ うに ， 男性の 場合， 結婚前 の 生活 と結婚後の 生活 と の 連続性が高 い た め ， 未婚
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期 の 消費 も結婚後 を意識 して行 われ が ちで あ る の に 対 して
， 女性は 結婚を 「生 まれ

変 わ り」 （山田　1996）と と らえ る こ とで ， よ り抵抗 な く即時的な消費 を楽 しむ こ と

が可能で ある 。 また ，
フ ァ ッ シ ョ ン 業界 をは じめ とす る現代 の 消費者社会 が若 い 女

性 を重要 な 「お客様」 として 位置づ け る 中 ， 男性 に 比 べ て 自立 へ の プ レ ッ シ ャ
ーが

弱 い 女 性は， 学卒後も よ り抵抗な く親 に依存 しな が ら消費 を楽 しむ こ とが で き る （宮

本　2004
，
111頁）。

　第 3 に
， 異性に対す る魅力の 感 じ方の 非対称性 と

，
それ に と もな う自己評価基準

の ジ ェ ン ダー差は ， ポス ト青年期女性 の 地位 を相対 的に 高め ， 同世代男性の 地位 を

相対的に 低め る。 先 に 結婚相手 の 条件 の 箇所で 述 べ た ように
， 男性 の場合 ， 社会経

済 的地位 と女 性か らの 異性 として の 評価 は か な り相関す る。 年功序列制が い まだ に

維持 され て い る社会 で は ， 階層等の 条件 を
一

定 とす るな らば， ポ ス ト青年期 の 男性

た ち は ， よ り年長の 男性た ち よ りも社会経済的地位 は低 い た め ， その 意味で の 「男

性 と して の魅 力」 は よ り劣 る こ とに な る 。

一
方， 女性の 場合 ， 男性か らの 異性 と し

て の評 価に お い て は ， 先 に述 べ た 家事能力 と並 ん で 「容姿」が 重 視 され る傾 向に あ

る （内閣府　2003， 172頁）。
こ の 容姿が 若 さ と高い 相関を も っ て い る とすれ ば ， ポ

ス ト青年期段階の 女性 は ， よ り年長の 女性に 比 べ て ， 恋愛 ・ 結婚市場 に お い て よ り

有利な位置 に い る こ とに な る 。

　第 4 に ， 精神面 で の サ ポー トの 点で も， ポ ス ト青年期 の 女性 は 同世代 の 男性 よ り

も恵 まれ て い る傾 向に ある
。 「男は弱み を見せ て は い けな い 」 と い っ た 「男 らしさ」

の 規 範 に よ る 男性 の 感情 面 で の 抑 圧 の 問題 は以 前か ら指摘 され て き た が （伊 藤

1996
， 豊田　 1997）， 精神的な ケ ア を受 け る機会の 男女格差 は ， 未婚者 で は特 に大 き

い よ うだ 。 稲葉昭英の 研究 に よれ ば
， 「個人 の経験す る不快な 主観的状態」で ある「デ

ィ ス ト レ ス 」の 程度 は ， 女性 で は未婚 と既 婚で ほ とん ど違い が な い の に 対 して
， 男

性 で は 既婚者 に 比 べ て 未婚者 の 方 が きわ め て 高い 傾向 に ある 。 これ は ， 次の よ うな

理 由に よ る と考 えられ て い る 。 他者に対す る ケ ア 役割が 女性 に 求め られ る こ と と，

個人の ネ ッ トワ ークが 同性 中心 に組織され る こ とか ら， 女性 の 場合 は結婚 し な くて

も配偶者以外か らの サ ポー トに 恵 まれ て お り， 結婚 した と こ ろ で 配偶者か ら質 の 高

い サ ポー トを得 られ る傾向は低い
。

一
方 ， 男性 は 結婚すれ ば配偶者か ら質の 高い サ

ポー トが得 られ るが
， 独身の 間はそ うした サ ポ ー

トを得 る機会か ら疎外され が ちで

あ る と い うわ けで あ る （稲葉　2002）。

　以上 の 理 由 は あ くまで 推測 の域 を出な い もの で はあるが
， 少な くと もこ の よ うに

考 え る な らば ， 男性 よ り も女性 の 満足度の 方が 高 く， と りわけポ ス ト青年期 に お い
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て そ の 傾向が 顕著で あ っ て もな ん ら不思 議で はな い 。 全体社会の ジ ェ ン ダー構造 に

お い て被支配者層に あた る 女性 たち の 方が現状に 満足 し て お り， しか も多くの 女性

た ちが 自ら進 んで 被支配者 の位置 を志向して い る とい う点で
， 現代 日本社会の 「男

性支配」体制は
， 自らの正 当化 にか な りの 程度成功 して い る と い え るだ ろ う 。

　た だ し， 上に 述 べ た 男女間の 満足度の違 い は， あ くまで
一

般的 な傾 向 として 認 め

られ る もの で あ る 。 もち ろ ん ， ポス ト青年期に お け る地位 の感覚 は ， 同性 内で も ，

年齢 や社会階層， 職業的ア ス ピ レ ーシ ョ ン や個人 的魅力な ど に よ り異な っ て くる と

思 わ れ る 。 女性の 中に も ， 男性 同様 に企 業社会 の 荒 波に もまれ な が ら も男性 ほ どの

利益 を得 られて い な い 者 ， 消費 を楽 し む ど こ ろ か 少 ない 収入 を親 の 生活の た め に拠

出 して い る者， 異性 との 出会 い や同性か らの サ ポ ー トに恵 まれ ない 者 など様々 な層

が存在す る はずで ある 。 し か し ，
パ ラ サ イ ト ・シ ン グル に代表 され る よ うに ， 親 に

依存 しなが ら消 費社会 の うま み を満喫 して い る若 い 女 性た ちが ク ロ ーズ ア ッ プ され

る 中で ， そ の他の 女性た ち の 存在は不可視化 され が ちで あ る 。

　他 方で ， 男性支配の 社会 と はい え， そ うした社会体制か ら得 られ る利益 は ， 男性

内に お い て も決 して 均等で はな い 。 特に ， フ リーターを は じめ とす る労働市場 に お

い て 周辺化 さ れ た男性は， 社会経済的 な低位 に 位置づ け られ るの に加 えて ， 恋愛や

結婚か ら もよ り疎外され る傾向に ある 。 こ うした二 重 の 意味 で理 想 的 な男性像か ら

疎外 された 男性た ちの 視点 か ら， 親 に 依存 しなが ら消費社会 の う まみを満喫 しつ っ

恋愛 を楽 し ん で い る 同世代の 女性た ち を見た と き ，
こ の 社会 が男性優位 と い うよ り

もむ し ろ女性優位 の社会 と映 っ て も決 して お か し くは な い
。 そ う した男 性た ちの 生

活実感か らす れ ば ， 女性の 不 利 と女性解放の 必要性 を説 くフ ェ ミ ニ ズ ム の言 説 は，

理 解しが た い もの で ある ど こ ろか ， 抑圧的 に す ら感 じ られ るか もしれな い
。

4 ． ポ ス ト青年期 とジ ェ ン ダー構造 の 変容

4．1． ジ ェ ン ダー構造の 揺 ら ぎ

　生活水準が上昇す る
一

方で ， 若 い 男性の 収入 が伸 び悩 み ， 雇用が不安定化す る今

日の社会に お い て は ， 「男性稼 ぎ手」モ デル の 結婚家族 を形成 して 「豊 か な」生活 を

送 る こ とは ます ます 困難 に な りつ つ あ る 。 現在の と こ ろ
，

ポス ト青年期の 若 者たち

は ，
こ の 現実に 対 して

， 稼得責任 と家事責任 を と もに 分か ち合 うカ ッ プル を形成す

るこ とで生活水準 を維持す る よ りも， 「男性 稼 ぎ手」カ ッ プ ル の 形成 を夢 見なが ら生

活面 や経済面で親に 依存 し続 ける こ とで ， 問題の 解決を先延 ば しに して い る 。 その

限 りに お い て
， 現在ポス ト青年期 に い る若 者た ちの 将来選択が ， 全体社会の ジ ェ ン
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ポスト青年期とジ ェ ンダ
ー

ダー
構造 の 変容に与 える イ ン パ ク トは小 さそ うで あ る。

　 しか し，
こ う した若者た ち の 選択 も ， 長期的に は現行の ジ ェ ン ダー構造の 変容に

寄与 す る と思 わ れ る 。 親 へ の 依存期間 に は所詮 限 りが あ る 。 そ して ， 男性が
一

家 を

養 えるだ けの 賃金 を得 られ な い 可能性 と， 男女双 方が結婚 しな い （で きな い ）可能

性が 増大 して い る 。
こ う した現実に 社会 とポ ス ト青年期 の 若者た ち 自身が は っ き り

と気づ い た とき ， 現行 の ジ ェ ン ダー構造 は大 き く揺 らぎ始 め るだ ろ う。男性 の 収入

低下 と未婚化の 進行 は ， 女性 に 対 して ， 男性 へ の 経済的依存 の 機会 を減少 させ
， 経

済的 な 自立 を促 す こ と に な る 。 女性 の 経済的 な 自立 へ の 志向は ， 現行の 労働市場 に

お ける男性優位 の ジ ェ ン ダー
格差の 問題性 を顕在化 させ ， 男女平等化 を促す潜在的

な力 とな る 。

　他方で ， 男性 の収入低下 と未婚化の 進行は ， 男性 に対 して ， 女性か ら一方的に 家

事 サ ービ ス や精神的サ ポー トを受 ける機会の減少 を もた らす 。
こ の こ とは ， 男性の

生 活面で の 自立 や男性同士 で の 精神的サ ポー ト ・ネ ッ トワ
ー

ク の形成 を促 す こ とに

つ なが る 。
こ うした 兆 しは すで に見 られ る 。 山田昌弘は ， 20〜 39歳 の 横浜市在住者

を対象 と した 調査 データ を集計 し ， 未婚者 に 限れ ば ， 女性 よ りも男性 の 方が家事遂

行程度が高い と い う傾向 を見 い だ して い る 。 都市部 で は男性 の 方が一
人暮 らしの 割

合が 高 く，

一
人暮 らしの 方が家事遂行程度が高 い か らで ある 。 また ， 同じ調査で は ，

結婚前 に親 と別居 して い た女性 の 約 4割 は ， 結婚後 に家事 負担度が減少 した と回答

し て い る 。 こ の こ とは ， 家事分担 をす る夫が そ れ だ け増 え て い る と い うこ とを うか

が わ せ る （山 田　 1999， 38頁 ， 78頁）。

　加 えて
，

ポス ト青年期の 若者た ち の 選択 を構造 的に 制約す る経済情勢 の さ らな る

変化 も ， 従来の ジ ェ ン ダー構造 の 変容 に寄与す る と考 え られ る 。 特に
， 「男性稼 ぎ手」

モ デ ル の ジ ェ ン ダー構造 と不可分の 関係に あ っ た 日本型 雇用慣行 （終身雇用制， 年

功序列制）を切 り崩し つ つ ある
， 経済の グ ロ ーバ ル 化や規制緩和な どの 「ニ ュ

ー ・

エ コ ノ ミー」の イ ン パ ク トの 大 きさ は計 り知 れ ない （山田　2003）。 業績主義が よ り

浸透 す れば， 「男で あ る」 とい う属性や ， 家事・育児 を免れ る男性ゆ え に 得 られて い

た年功や長時間労働の 有利さ は減少 し ， よ り効率 と結果が 重視 され る よ うに な る。

経済の ソフ ト化 は ， サ ー ビ ス や人 々 の ニ ーズ を察知す る と い う ， 従来女性的 と され

て きた能力 を要 求す る 。
こ う した

一
連 の 経済 的環境 の 変化 は ， 男女 雇用機会均 等法

や育児休業制度の 実効性の 高 ま りと相 ま っ て ， 労働市場 に お け る男女の 機会均等に

寄与す る と考 え られ る。他方で ，
ニ ュ

ー ・
エ コ ノ ミーは ， 性別 と い う属性 の 重要性

を低 下 させ る と同時に ， 失業や収入低下 の リス ク を増大 させ
，

い わ ゆ る 「勝 ち組」
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と 「負 け組」の 二 極化 を進行 させ る と考 え られ る 。

　 こ うして
， 女性 に と っ て は ， 結婚 し て 夫に 依存 し な くて も， 自 らの 収入だ けで 豊

か な生活 をで き る 可能性 が広が る 。 男性の 間で は ， 専業主婦の 妻 に 「豊か な」生活

を提供 で き る 層 とそ れが で き な い 層の 格差が
一

層広 ま る可能性が ある 。 失業や 収入

低下 の リス ク を分 散 させ る と い う意味 で は ， 男女双 方に と っ て 結婚後の 共働 きは 経

済的に よ り合理的な選択 とな る 。 既婚女性の 就労 は
， 家計 の 「補助」や単なる 自己

実現 を超 えて よ り家計の 中核へ と組み込 まれ てい く。

　 この よ うに ，
ニ ュ

ー ・エ コ ノ ミー
の も とで の ポ ス ト青年期の 拡張 に よ っ て ，

シ ン

グル 世帯や共働 き カ ッ プル が 増加 し ， 世帯 とジ ェ ン ダー関係の あ り方は よ り多様化

して い くと考 え られ る 。 「性別分業」と 「異性愛」と い う近代的 ジ ェ ン ダー秩序の 規

制力は緩和され ， 家族 を最小 単位 と しなが ら社会の い た る と こ ろに 女性に対す る男

性 の 支 配 が 貫徹 す る と い っ た古典 的な家父長制モ デル は よ り現実 に そ ぐわ ない もの

とな る。 「大人 に な るこ と」の 意 味 も， 男女双 方 に と っ て ， よ り多様化 し曖昧化 して

い く。

4．2． ジ ェ ン ダー
の 階層化 と男 性支配体制の 再編

　 しか しなが ら， そ うして よ り多様化す る で あ ろ う世帯 とジ ェ ン ダー
関係 の様々 な

タ イプ は ， 必ずし も社会的 に 同 じ 「資格」で 存在す るわ けで はな い
。 そ れ ら複数 の

タ イプ の 間に は ， 往々 に して ， 経済的格差 に加 えて ， 文化的な優劣関係が存在する 。

既存の ジ ェ ン ダー構造の 揺 ら ぎは ， 異な る タイ プ の 世帯や 男女の あ り方の 問で ， 文

化的理 想 として の 地位 を め ぐる闘争 を よ りエ ス カ レ ー トさせ る 。

　「男性稼 ぎ手」カ ッ プル とそ れ に対応する 男女像 の 文化的理 想 と して の 地位 は ， す

で に 多 くの 挑戦 に さ らされ て い る。 「フ ェ ミニ ズ ム 」「メ ン ズ リブ」「男女共同参画社

会1 と い っ た
， 従来 の ジ ェ ン ダー秩序 へ の 対 抗 的言説が よ り浸透 して い く中で ，

20〜30歳代 の 若者 の 半数以上 は 性別役割分業 に反対 して い る （内閣府大臣官房政府

広報室 2004b）。 近年 そ の 増加が 注 目 され て い る夫婦共 に 高収入 の 共働 きカ ッ プル

（大竹　2000
， 小原　2001）の経済的優位性は， 文化的優位性の 点 で も「男性稼ぎ手」

カ ッ プル の 地位 をよ り危 うくす る可能性 を秘 め て い る 。 ま た ， 『だ め 連宣言 ！』 （だ

め 連　 1999）や 『負 け犬の 遠吠 え』 （酒井　 2003）の よ うに ， 社会 的成功や結婚か ら

疎外され た男女当事者が
， 自らの あ り方を卑下す る こ とな くあ りの ま まの 自己 を肯

定的に呈示 しよ う とす る言説が ， 若者た ちの 間で 広 く共感 を呼ぶ 現象 も見 られ る。

　しか しそれで も， 「男性稼 ぎ手」カ ッ プル 世帯の 文化的理想 として の 相対的優位性
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ポス ト脊年期とジェ ンダー

を覆す こ とは容易で はな さ そ うだ
。

こ れ まで 見 て き た よ うに ， 若者 た ち の 間で も「男

性稼 ぎ手」カ ッ プ ル 形 成へ の あ こ が れ は依然 と して 非常 に強 い 。 若者た ち は ， 「男 は

仕事 ， 女 は家庭」 と い う厳格 な性別 役割分 業に は反 対す る もの の ， 結局は ， 先 に述

べ た 「新 ・専 業主婦志向」の 女性た ち の よ うに ， 性別役割分業の 「負担」部分 を回

避 した い だ けで ， その 「う まみ 」 は確保 して お きた い の か も しれ な い 。 若者 た ち の

間で 共感 を呼ん だ 「だめ連」や 「負け犬」 に して も， 「だ め」や 「負け」と名乗 っ て

い る時点で すで に文化的理想の 序列の 下位 に 置か れ て い る
。

　さ らに重 要な の は ， 男性 と対等な立 場で働け る女性が 増 え ， 非典型雇用男性 の 割

合が 高 ま っ て い る とは い え ， 経営者層は もちろ んの こ と， 大企業の エ リー ト社 員層

の ほ とん ど は ， 依然 と して 専業主婦の 妻に 「豊か な」生活 を提供で き る 「男性稼 ぎ

手」カ ッ プル の 「夫」た ちで 占め られ てい る とい う点で あ る （多賀 　2004）。 日本社

会の 文化的 ・経済的主導権 を握 る企 業社会の 中枢が こ うした タイ プ の男性た ち に よ

っ て 独占され て い るか ぎり，
シ ン グル の 男女や 共働 きカ ッ プ ル が さ らに増え

， 「男性

稼 ぎ手」カ ッ プル が 実際に は社会 の 少数 派 に な っ た と して も ， 「男性稼 ぎ手」カ ッ プ

ル の 文化的な 理想 と して の 地位 は簡 単に は 揺るが な い だ ろ う 。

　今後 も，
ポ ス ト青年期 の延長 と 「大人 に な る こ と」の意味の 曖昧化の 中で

， 理想

的な男女の あ り方 をめ ぐる文化 的闘争 はさ らに 先鋭化 して くるだ ろ う。 しか し， 「性

別分 業」 と 「異性愛」 は，
そ の 規制力 をや や緩和 しつ つ も， 依然 として ジ ェ ン ダー

秩序の 基 本的構成要素で あ り続 けて い る 。 男性支配体制は ， そ の 基本構造 を ， 「あ ら

ゆ る男性 に よ る あ らゆ る女性の 支配」か ら 「あ る 男性 た ちに よる他の 男性 とほ とん

どの 女性の支配」（Burris・1996，
64）へ と修正 しなが ら ， 当面 の 間生 き長 らえてい く

の で はな い だ ろ うか 。

5 ．　 おわ り に

　以上 の 考察 を踏 まえた うえで ， 最後 に
，

ポ ス ト青年期に 焦点 を当て る ジ ェ ン ダー

研究に有効で あ る と思われ る視点 を提示 して お きた い 。

　第 1 に ， 恋愛 へ の 着目で あ る 。 「恋愛 と結婚 の分離」 （山田 　1996）や晩婚 化の 進

行 に よ り， 恋愛 は ， 若者た ち に と っ て
， 結婚 に い た る

一過性 の手段的イ ベ ン トとい

うよ りも ， 青年期か らポス ト青年期 まで の 長期 に渡 る生活 の 中で 大 きな ウ ェ イ トを

占め る 自己 目的化 した イベ ン トに な りつ つ ある 。 他方で ， 恋愛 は ， 結婚 の 十分条件

で はな くな りつ つ ある とは い え ， 結婚の 必 要条件で はあ り続 けて い る 。 ポス ト青年

期の 若者た ちの 生活実態の よ りリアル な把握 と ， 彼 ら／彼女 らの 選択 に ともな っ て
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変化 しうる全体社会の ジ ェ ン ダー構造の 行 く末を占う上 で ， 研究対象 と して の 恋愛

の 重要性は さ らに 高ま っ て くる よ うに 思わ れ る 。

　第 2 に ， ジ ェ ン ダー
構造の 「多層性」や 「ね じれ」 へ の 着 目で ある 。 これ まで述

べ て きた よ うに ，
ジ ェ ン ダー関係の 具体的様相は ， 世代や階層に よ っ て きわ め て異

な っ て い る 。 したが っ て ， 全体社会 の ジ ェ ン ダー
構造が 「男性支配」 の パ ター ン を

な して い た と して も ， あ る層の 男性 と別の 層の 女性 を比較 した場合 ， 必ず し も全体

社会 レ ベ ル と同 じパ ターン が認 め られ る とは 限 らな い
。

こ うした 「ね じれ」が
， 客

観的地位 と主観 的満足の ズ レ や ， ジ ェ ン ダ ー
構造の 再生産 と変動 を理解す るた め の

鍵の
一

つ で あ る よ うに 思わ れ る 。

　第 3 に ， 若者の 主観的世界 へ の 着 目で ある 。 若者 た ちの 選択 を直接 的に規定す る

の は ， 客観 的な社会 構造以上 に ， 彼 ら／彼女 らの 目か ら見た 社会 の 姿で ある 。 今後

は ，

一
般性 ・客観性 に重 き を置 く量 的な研究 に加 え て ， ラ イ フ ヒ ス トリー法等 を用

い た個人の 主観 的 リア リテ ィ に 迫 る調査研究 （多賀　2001）を ， 階層的地域的 に 多

様 な層の ポ ス ト青年期男女 に 対 して 行 っ て い くこ とが必要で あろ う。
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ABSTRACT

Post-adolescence and  Gender

                                     TAGA,  Futoshi

                                 {Kurume University)

1635 Mii-machi, Kurume-shi, Fukuoka-ken,  839-8502 Japan

                    Email: taga-futoshi@kurume-u.ac.jp

   Reviewing  existing  research  studies,  this paper considers  the characteristic

patterns of  gender relations  among  
"post-adolescents,"

 who  are  at  the  stage

between adolescence  (students) and  adulthood,  and  its consequence  on  changes

in the gender  relations  of  Japanese society  as  a whole.

   Along  with  many  other  industrialized societies,  Japanese society  is char-

acterized  by a male  dominant structure  in terms of  socio-econemic  status  and

the male-breadwinner  pattern at  horne. The  life structure  of  post-adolescents

corresponds  to the gender patterns  of  society.  Post-adolescent men  have  a

relative  advantage  over  women  in the  same  age  group  in terms of  soeio-eco-

nomic  status,  A  considerable  percentage  of  both men  and  wemen  find the male

-breadwinner
 marriage  pattern  desirable. Despite their relative  disadvantage in

terms of  socie-economic  status,  the satisfaction  level of  post-adolescent  women

is higher than men  among  all age  groups.

   It has become  more  difficult to maintain  an  
"affluent"

 life with  a single-

income  family due to the slowdown  of  economic  growth  and  the deterioration of

employment  conditions,  In erder  to avoid  a  slide  in living standards,  post-

adolescent  people  tend to continue  to depend  on  their parents for living costs  and

domestic services,  rather  than  forming egalitarian  couples  and  sharing  the

responsibility  of  earnings  and  housework.  This tendency is believed to be behind

the  teridency for late marriage  and  the prolongation  of  post-adolescence.

    In the long run,  this tendency  might  prempt  a  diversification of  household

and  gender  relations  and  lead to a  change  in the gender order  of  society,  Taking

account  the types  of  people who  have the rnost  power  in society,  however, it

would  be difficult to subvert  the status  of  the 
"male-breadwinner"

 model  as  a

cultural  ideal and  the structure  of  male-dominant  gender  relations.

    To  further develop this research  fielcl, it will  be important to focus on

romantic  love, "multi-layer"
 gender  relations  and  the subjective  worlds  of  post

-adolescent
 men  and  women.
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