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の 方が 「顕 わ なカ リキ ュ ラ ム」 よ りも強

い 教育力 を もつ こ とや ， 人権教育の あ り

方に 関す る 国際的な議論に お い て も 「教

育環境 そ の もの が 人 権的 で あ るか ど う

か 」を批判的 に問 い 直 そ うとす る 問題意

識が 強 ま っ て い る こ とな どか ら， 「価 値

の教 え込 み 」 に対す る批判 と し て は理 解

で き るの だが ，結局 ， 「ス ピ リチ ュ ア リ

テ ィ」を大切 に す る 教育 こ そ ESD に ふ

さわ し い とい う主張 に 力点が お か れ て い

る よ うに 思 わ れた 。 あ らゆ る学校 に お い

て ESD に 取 り組 む こ とが可能 で あ る こ

とを示 すた め に ， 例 え ばシ ュ タイナー学

校 に お け る実践 の ど の よ うな特 徴 を公 立

学校 に 導入 す る こ とが で きれ ば ， 今後 に

向けた展望 が 開け る の か に つ い て ， さ ら

に踏 み 込ん だ議論が あれ ばよか っ た の で

は な い か と思 う 。

　ユ ネ ス コ は 「ESD の 10年」 を 主 導 す

る 国際機関 と して ， 「社 会文化の 視点」

「環境 の視点」「経済 の視点」 を 「国際実

施計画」に お ける 3 つ の 視点 と して 提起

して お り， また こ の 「社会文化の 視点」

に 関連 して ， 文科省 は 「人 権教育」「異

文化 理 解」 「男女 共 同参 画」「エ イ ズ 克

服」な ど を課題 と して あげ
， 「民主的で
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「男 ら しさ の 社会学

参加型 の社会構築」 を うた っ て い る 。 最

近 日本各地 で 「ア ジ ェ ン ダ21」 と い う名

称の 市民組織が 立 ち上 げられ ， 産業や ラ

イフ ス タイル の あ り方 を根本的に 見直す

た め の 具体的提案 を行 っ て い るが ， 「持

続可能性」 の視点 に た っ て ， 社会の 構造

的変革 を め ざそ う と して い る こ の よ うな

ESD の 具体 的な 中身 に つ い て も
， 本書

か ら十分に見えて こ な い
。

　評者 は， 本書の タ イ トル か ら 「持続可

能 な教育社会」の 全体的な 方向性が 示 唆

され る もの と期待 して 読んだ の だ が ， 述

べ られて い る さま ざまな事例や主張 に っ

い て は
， 示 唆 され る こ とが らや納得で き

る 点 が多々 ある もの の ， 「環境 ・開発 ・

ス ピ リチ ュ ア リテ ィ 」 と い う副題 に もあ

る よ うに ， 結局 「支配 的な モ ダン の世界

観」 に 対抗す る i心の あ りよ う」に 着地

点を見 い だす ような 内容構成に な っ て お

り， 社会変革 を指向す る ESD の 「ホ リ

ス テ ィ ッ ク」なベ ク トル が ， ど うもそ の

陰 に追 い や られ て しま っ て い るよ うに感

じた しだ い で ある 。

　　　　◆ A5 判　209頁　本体 1，714円

　　　　 　せ せ らぎ出版 　2006年 3 月刊

揺 らぐ男 の ラ イ フ コ ー ス 」

明治学院大学　望月　重信

　著者 は 2001年 に 『男 性の ジ ェ ン ダー形

成 く男 ら しさの 揺 らぎの なか で ＞」（東洋

館出版社）を刊行して い る 。 ジェ ン ダー

問題 は殆 どが 女性の 問題 で あ り， 性差別

が 女性に 向け られ た差別で ある と い う自

明性 。 また男女共通 に期待さ れ る 「社会
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的役割」 と女性に 託 さ れ る 「役割」 との

あい だで 女性が 抱 く役割葛藤 。
こ の 葛藤

が女 性自らの 性の あ り方に起因 す るが社

会の なか で性 の あ り方が経験 さ れ るの は

決 して均
一で は な く多様に な る とい う現

実 。

　 こ うした葛藤 と現実 は男性 に お い て は

経験 しに くい こ とで あ り， また 経験が 同

質で あ る と筆者は指摘す る 。 しか し 「多

元 的変動社会」の も とで 性秩序や性規範

は多様化 して き て男性 もみ ずか らの 性の

あ り方 に葛藤や 揺 ら ぎを経験 して い るの

だ と主 張す る 。 女性学 は男性 中心 の 物の

見方を排除 し女性 白身の 確か な眼で 世の

中の 諸事象 を解釈 し直す こ とを訴 える 。

こ の 訴 えの 背景 に 「男性 を人間
一

般」 と

捉 える 暗黙の 了 解が あ っ た 。 筆者が 「男

性をあた か も人 間一般 とみ なす 」前提に

は ジ ェ ン ダー化 さ れ て い な い 存在 と して

男性 を見て い る 。 そ して こ の こ と は近代

科学が 男性中心 の学問 とみ る女性学 の 立

場 とも通底す る 。

　本書の オ リ ジナ リテ ィ は 「ジ ェ ン ダー

化 された存在」 と して 男性を見 る こ と
，

人 間
一

般化 され た男性像で は な く 「男性

性」 と の か か わ りで 追究す る姿勢に ある
。

本書 は 前作の 問題意識の 延長線上 に ある

こ とを こ こ で 確認 して お きた い
。

　本書の まえが き で 筆者は こ う述べ る 。

『男た ち の 人 生 が大 き く揺 らい で い る』

と。副題 に ラ イ フ コ ース とあ るが その 視

点 は 「現代 日本の 男性た ちの 生 活状況 を

そ れ ぞ れ の ラ イ フ ス テ ージ と生活領域 に

お い て 分 析す る」 こ と で あ り， 筆者の こ

だ わ りは先述 した よ うに男性を 「ジ ェ ン

ダー化され た存在」で ある とみ な した と
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き 「揺 ら ぎ」 と葛藤 を無視で きな い とい

う こ と で あ る。 そ し て
一

貫 し て 男女の 権

力関係 と利害関係 に も注 目し つ つ 「あれ

か こ れ か 」の 不毛 な対 立 と水 か け論 を超

えて 〈複雑で 多様 な個別 の 男女関係〉 を

読 み 解 こ うとする真摯な姿勢に好感 を覚

え る 。

　本書は 8 章で構成 され る
。

1章は ジ ェ

ン ダー と して の 男性研究の 方法 を提示 し ，

また男性学の 方向性 を示唆す る 。 2 章 は

学校教育 の なか の 少 年た ち とか か わ る教

師の 校内秩序 と男性支配 との 相関 （男 ら

しさ と力の 結び つ き）， 「協力」や 「思 い

や り」が 「女 らし さ」 と結 び付 け られ一

方で 女 子生徒 に 「女 ら しさ」を助長 し
，

他方で 男子 生徒 は力関係 に敏感 に な る よ

う仕向けて しまう と指摘す る 。 3章で 青

年期の 「男 らしさ」が 一
人前の 基準で あ

る こ とか ら くる葛藤 を描 く。 4 章で 「ポ

ス ト青年期」の 男性 の 経験 に 着 目し ， 労

働市場下で 女性が周辺 化 され る
一方で 若

者た ちの 間で 「男女収入格差」 に反映 し，

大人 に な る こ との 意味の 揺 ら ぎが起 こ っ

て い る こ とを指摘す る 。 5 章で は企業社

会の なか で 男性が 主導権 を担 っ て い くプ

ロ セ ス を捉 え る
一

方， 権力 と権威 が男性

に集中す るが近年の 雇用関係 と構造の 二

極化 は 「男性内格差」 を惹起 させ る可能

性 が ある こ と を示唆 した 。 そ して 6 章で ，

い ま父親の 育児参加が 唱導され るなか で

依然 と して 稼得責任が 父親 に求め られ る

現実 を取 り上 げ ，
い ま分業形態 を支持す

る女性た ち の 「女性 の い い と こ ど り」 に

父親の 「戸惑い 」 を読み と る。

　 7 章 と 8 章で は
， 高齢期の 男性が直面

す る危機 ，
つ ま り退職や転職 ， 労働形態
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の 変化 を丸 ご と経験 す る現実に対 して 耐

性 を経験 し て こ な か っ た こ と に よ る男性

た ち の 葛藤や危機 を予想 する 。 そ こ で ，

「男性運動」の 活動 を 同顧 して そ の 危 機

に あ る男性た ちの 人 生 の 大 きな揺 ら ぎの

解決の 糸 口 を示 唆 して い る 。

　本書 は 女性学の 対抗策 を意識 した男性

学の 昂揚を謳うもの で は ない
。 筆者 自身

メ ン ズセ ン タ ーの 会員で あ り， 男性 の 制

度的特権 と男 らしさの コ ス ト， そ して 男

性内の 差異 を含め た 男性 の 生 ま の生活状

況 を相対化す る筆者自身の ライ フ コ
ー

ス

模索の 書 と読ん だ 。

　 い ま， 「男 は元 気 が な い 」 とか 「中高

生 た ち は 何 を考 え て い る の か わ か らな

い 」 とか 「団塊世代の 第 2 の人 生 論 を追

う」 に 見 る よ うに 「男性言説」が 喧伝 さ

れ て い る 。 そ の言説の ウ ラ に 「男性の 人

生や 生活が 人 間の 普遍的モ デル で は あ り

得 ない こ と， 男性 も女性 とは異な る意味

で ジ ェ ン ダ ー化 さ れ た 特殊 な 存在 な の

だ」 （多賀太 『っ く られ る男 の ラ イ フ サ

イ ク ル 』阿部恒久 ， 天野正子 他編 「男性

史 3 ・
男 ら しさの 現代史」 日本経済評論

社，
2007） と い う指摘に 注目して お くこ

とが必要で ある 。 そ の意味で 本書 は 社会

に警鐘 を鳴 らして い る。

　筆者 は ジ ェ ン ダー問題が 「男性問題」

とな っ て い る現 実 を凝視 しその 諸相を本

書で 描 い た 。 と くに 団塊世代が 「男性優

位社会」か ら 「降 りる」 こ とに な っ たあ

とに来 る第 2 の人生 を生 きる男 の ア イデ

ン テ ィ テ ィ 危機に つ い て 今後幅広い 議論

が 求め られ る 。 危機 の
一

つ に男性支配 を

維持す るた めの コ ス トの 負担が 増えて き

た こ とが あ る 。 しか し この危機意識 か ら

書　評

男性 は地位回復 支援 を求め る こ とが解決

で あ り得 な い 。 ま し て 「被害者」意識の

自己呈示 を生 きる こ とで もない だ ろ う。

筆者 は 「女性の 地位 向上 へ の取 り組 み を

さ らに す す め る こ と」 を強調す る。 評者

も こ の 提案に 賛成で あ る 。 で は ど うや っ

て 男性た ち は取 り組 む の だ ろ うか 。

　筆者は 今後 「マ ク ロ な社会 レ ベ ル で の

ジ ェ ン ダー公正 と男性た ち が置 か れ て い

る個別 の状況 を見極 め なが らす すめ て い

く」 と述 べ る 。 私た ち が 生 き る この 社会

は筆者の 指摘す る 「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 。 そ こ で は ， 「ヘ ゲ モ ニ ッ ク な男

性性」 と相補的な関係 に ある社会の 理想

とされ る 「誇張 され た女 性性」 との あ い

だ で
一

種 の 「せ め ぎあい 」が演 じ られ る

だ ろ う。

　筆者 も この こ と を知 っ て い る筈で ある 。

それだ けに ジ ェ ン ダー公 正 を大上 段 に振

りか ざす の で は な く男性 の 個別状況 を一

般化 す る こ とに 急い で 「
一
学」 とい うフ

レ
ー

ム ワ
ー

クを創 っ て 自足 しな い ， そ う

い う緊張 に 満ちた ジ ェ ン ダー
研究を筆者

に 期待 して い る。

　　　　◆ B6 判　221頁　本体 1，800円

　　　　　　世界思 想社　2006年 5月刊
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