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【研究報告要旨】

本研究は、日韓比較という視点から、現代の青少年 (中高生)の社会化環

境の特徴を探ろうとするものである。現代社会学で重要な枠組みとなってい

るネットワーク論およびソーシャルキャピタル論、あるいは若者論の先行研

究を踏まえて、青少年の社会化の現状を比較社会的に明らかにする試みであ

る。計量データの分析だけでなく、東京での中高生インタビューやソウルで

の男女高校生グループインタビューを実施し、その分析を試みている。

青少年の社会化環境は、従来から、家族・ピアグループ (仲間)・ 学校・メ

デイアなどが焦点となってきた。ここでは、とくに友人関係を中心として議

論をしている。

われわれのインタビューでは、対象者に<友人関係図>を描いてもらって

いる。彼らが、誰を友人とし、そして親友としているか、学校や地域など生

活空間ごとに区分して図示してもらったものである。中高生の友人関係を視

覚的に把握することができる。これは、もともと韓国側の共同研究者のアイ

デアで導入したものであり、われわれの研究の独創性のひとつとして強調で

きる。
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[SYNOPSISI

This study addresses the problem of adolescent socialization environment

from a cOmparative point of vielw. Based on conceptual or theoretical

framewOrks of todaプ s soCi010〔 Ⅳ:network theory/social capital theory/and

also theories in the ield of sociology of adolescence,we examine the featuFe

of adolescent socialization network in metropolttan area,both in Tokyo and

Seoul.

Data used for this study were collected in 2007 and 2009。 Bleside a couple

of quantitative data of questionnaire survey in 2009,as qualitative data,we

interviewed high‐ school students;fronl 14 to 17 years old,both female and

male in Tokyo lnetropolitan areao And we also conducted a group‐ interview

to sr.high‐ school students;17 years old,one for felnale and another for inale

students in Seoul.

Many researchers have discussed about famitt sCh001,media,and peer

relationshゎs as main sOcializing agents, in this study we focused peer

relationshゎ se And we asked interviewee to draw“ a map of their peer

relationships''.  These maps bring visual information about their

socialization networks, and also very suggestive of their socialization

environment.


