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1　 は じめに

　 「今 の 若者 は 個人化 して い て 扱い づ らい 」とよ くい わ れ る。

そこ で 求め られる 社会性 とは何か。 また、個人化は、本当に

達成 さ れ て い る の か 。

　私 は 青年教育及び生 涯教育の 研究を長い 間 進め て きた。そ

こ で 、教育 の 本質は 、集団 活動 や 集団 学習 とい う基本形 態 に

も関 わ らず、「社会の 形成者の 育成」（教育基 本法第 1条）だ

け で な く、個 人 の 充実 に あ る と い うこ と を私 は た び た び 感 じ

て い た の で あ る。意外 に も、後に 始 め た キ ャ リア 教 育研 究 で、

そ の こ とは 明確 に な っ た。キ ャ リア 形 成が 職 業能 力の 獲得 及

び 職業生涯の 設計の 両 面を指す とす れ ば、そ の どち らにお い

て も、職業、家庭、地域、社会の な か で の 個人の 生涯 の 充実

が重要な要素に なる。

　 と くに、個 人 化 が 進 行 す る現 代 社 会 にお い て は、職 業 を通

した 「社 会 形 成 者 」 と して の 行 動 が 生 涯 の 深 み と充 実 を もた

らす 。 と きには 癒 され て 人間の 原点 に 回帰 し、と きに は 人生

の 掴人的 なテ
ー

マ に 深 く沈潜す る こ と も重要で あ る 。 ワ
ー

ク

ラ イ フ バ ラ ン ス や キ ャ リア 形 成 に関 す る議 論 も、そ こ まで 追

求 して 初 め て 個人 全体 を と らえ る こ とが で きる もの と考 えて

い る。

　 こ の 稿で は、最近の 若者の 意識調査結果 を中心 に、若者た

ちの トレ ン ドと、新 しい 教育の 方向性 につ い て 考えて み たい 。

2　 我 を通 さずに 共 存 しよ うとす る若 者 た ち一共 有 へ の 展 望

　 わ れ わ れ 青少年 研 究 会 は、1992年 、2002年 、2012年 に 、

東京都杉 並 区、兵庫県神戸 市灘区
・
東灘区在住 の 16歳 か ら29

歳の 若者、各回有効回答千 人 規 模の 郵送 調 査 を実 施 した。

　 2002年調査で は、「ど ん な場面で も自分 ら しさ を貫 くこ とが

大切」を否定す る 「状況対応型」が大 きく増えた（308％→44．2％、
2012年 で は 48．4％）。 2012年調査 で は、「友だち と意見が合 わ

なか っ たときに は納得がい くまで 話し合い をす る」を否定す

る 「非交渉型」が大きく増えた （49．8％一．63．7％）。そして 、「状

況 対応非交渉型 」は 3 人 に 1人 の 割合 に まで 迫 っ て い る こ と

が 明 らか に な っ た。

　本 入 は 状 況対応 をして い るつ もりで も、「意見を言 い 合 わ な

い 」 と なる と、職業生 活 に お い て は、個 の 充実 と自己発揮 は

難 しくなる だろ う。 互 い に我を通そう と しなくなり、 真正 面

か ら意見を言い 合 わ ない まま「共存」しよ うとする 。 こ れで は 、

キ ャ リ ア形成で 求め られ る相互受容 や 関係調整に よ る 「共有」

は 困難と考えられ る 。

　個 人 化す る他者や、多様化す る 状況 に 合 わせ て 、い くつ も

仮面を作 っ て きた だ け で 、こ れ を多元的な 自分 ら し さ と呼ん

だと して も、キ ャ リア形成 に お い て は、そ れ とは異 なる 「自

己 の 確立」が 必要 とな るだ ろ う。

　労働現場 に入 っ て 、共同体 の
一

員 と して 帰属意識 をもち 、

パ フ ォ
ー

マ ンス をめ ざして 上 下関係 や役割分担、合意形成の

方法を身 に つ け る こ とが 期待 され る の は い うまで もない 。 し

か し、そ の 場合の 個人 と して の 自己発揮、成長、充実 と は 何

な の か。そ こ まで つ な が らな け れ ば、若者 は、個 人全体 と し

て は 幸せ に なれ ない だ ろ う。

3　若者の 個 人 化 の 質 を問 う

　個人 化 へ の 敵視 で は、キ ャ リァ 形成支援 は始 ま らな い 。 「個

人 化 に よ り若者の 社会性が 阻害 され る」と「すべ てが 個人 の 自

己 責任 の 問題 に帰結 され、個人 は不 安 に陥 る」とい う二 つ の

異なっ た側面 で の 理由か ら、個人化 は敵視されがちで あるが、

しか し、個 入 化 は時 代 の 必 然 で あ る。

　 最 近 の 若 者 の 変 化 か ら言 え ば、「身 の 回 り半 径 3m く らい に

しか 関心が な い 」とか、（友 だ ち関係が 重 要 な の で あ っ て）「仲

間以 外 はみ な風景」な どの 傾向が 指摘 さ れ て きた。

　 しか し、今 回 見 て き た よ う に、今 の 多 くの 若者 は む しろ状

況 に 対 応 し ようと して 多元 的 な 自分 を演 じて い るの で あ り、

交友 関係 とそ れ よ り外 の 社会との 関係 は、切 り離 して い る も

の と考えられ る 。

　 また、なか に は、「友だちと意見が合わなか っ た と きに は 納

得 が い くまで 話 し合 い をす る」者 もい る の だ が、そ れ が 半径

3m の 世 界 で の 出 来 事 へ の 固執 だ とす れ ば、か え っ て や っ か

い な話 で あ る。

　個 は、他者 と か か わ り、組織 に 帰属する こ とに よ っ て 深ま

っ て い く。 そ の ため に は、個人化 そ の もの を問題 とす る の で

は なく、個人化か ら逃げて 、仲間 と同化 して 共存 し 、 組織的

に は 上 下関係 に埋没 しつ つ 、 快適な人間関係 を求め る とい う

偏 っ た社会化 こ そ問題 に すべ きで あ る 。

4　 お わり に

　社会化 に つ い て は 未達を問題 と し、個人化に つ い て はマ イ

ナス 要 因 だ け を取 り上 げる とい う視点で は 、問題は 解決 しな

い 。 職場 ・家庭 ・地 域 等 に お ける 全 生 涯 を充実 させ つ つ 、個

人 の 質 を高 め て 自己 発 揮 させ る とい う視 点 こ そ重 要 で あ る。

　 その た め に は 、 群れ か ら離 れ て
一

匹で 飛 び 出 す個 人 化 と、

職場や地域 で 学 び合 い 支え 合う社会化の 、両者 を一
体 的、連

続的に 進展させ る た め の 戦略を 立 て る 必要が ある。

　私 の 描 い て い た 生 涯教育学は、こ の よ うに して、キ ャ リア

形成 と結合する こ とに よっ て 発展 させ る こ とが で き る と考え

る。
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