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１ 問題意識と課題

本稿の目的は, 若年者の適職探しと家族形成における課題について, 地方圏

在住の不安定就労下にある若年者の職歴等の実証的検討を踏まえて, 出身地域

にとどまろうとする若年者が職業的自立や家族形成を行う上での課題を明らか

にすることにある｡

われわれは出身地域内で働き生活し続けようとする若年者が職業的自立およ
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び家族形成に困難を来している実態について, 経年変化をふまえ, 考察を試

みた｡ 本稿では, 東北地方で行った若年者のインタビュー調査 (����年, ����

年)１) をもとに上記課題に迫る｡

今回, 出身地域での生活を希望する若年者に焦点をあてたのは, 若年者の就

業が困難な地域で生活し続ける際の移行過程の課題を明らかにするためである｡

若年不安定就業問題であるフリーター問題は強いられた選択としての側面を持っ

ていることが明らかにされてきているが, 就業資源の乏しい地域で働き生活し

ていく選択をする若年者が抱える困難課題に焦点を絞った研究は少ない｡ そこ

で, われわれは若年者の就労が困難化している東北地方を対象に, 事例ひとつ

ひとつから読み取ることができる問題と多くの若年者に共通する社会経済的コ

ンテクストを探りだすことで, 地方圏にとどまる若年者が抱える課題を明らか

にする方法をとった｡ その際, 次の点からの分析を試みる｡

第一に, 地方圏を基盤とする若年者の安定就業への移行過程である｡

調査対象者の多くは初職で一度は正規化しても離職とともに非正規化したり,

結婚においても未婚事例を多く含んでいる｡ また, 結婚しても親世代からの支

援やあるいは依存によって, 経済的自立は困難な事例が散見される｡ 背景には,

地方圏での産業展開に拡がりがなく就業機会が乏しいこと, 家族による支援な

くしては成立しえない生活構造のために, 地理的就業範囲を拡げることが難し

いこと等がある｡ 一方で, 職業教育訓練を経験することで, 適職探しにつなが

る傾向もある｡ このような不安定就労下にある地方圏在住の若年者の職業的自

立・家族形成履歴を通して, その移行過程における就業・生活課題を明らかに

する｡

地方圏における若年不安定就業者とキャリア展開の課題 (上)
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�) ����年調査については, 財団法人こども未来財団の研究助成を受けた ｢地域にお
ける若者育成及び家族形成＜家族・仕事・若者＞支援に関する調査｣ プロジェクト
による調査結果を使用している�また, ����年調査については, 科研基盤研究 (Ｂ)
｢少子化時代における若者の職業キャリアと家族形成に関する地域間比較研究｣ (課
題番号：�������	) の研究助成により行われたものである｡



第二に, 初職が与える影響分析である｡

新卒労働市場は他の労働市場とは異なり, 労使ともに長期的なキャリア形成

を前提とした雇用関係を想定している｡ この間, 景気変動や産業構造変化およ

び人事管理変化をうけて, 学校から仕事の移行過程は大きな変化の渦中にある｡

そこで, われわれは地方圏で生活をしようとする若年者について, 移行過程の

なかでも特に職業経験の初期段階である初職決定と初職離職過程が重要と考え

た｡ つまり, 初職への就職は労働市場への参加という意味に留まらず, その後

の職業社会のイメージ形成に重要な意味があるからである｡ 初職決定は地域労

働市場や全国労働市場の動向に左右され, あらゆる軌道修正の圧力が働く｡ こ

うした力学を地方圏にいる若年者はどのような就業行動を通して解決の糸口を

探ろうとしているのか, 初職の中断理由もみながら分析を試み, その課題を明

らかにする｡

最後に, 今日, 地方圏で働き続ける若年者の重要な就業場所になっているの

が国・地方自治体をはじめとする公共セクターである｡ 今調査において, 公共

セクターに非正規としての就労経験を持つ地元志向の若年者の事例が多くみら

れた｡ 公共セクターでの雇用は産業展開の乏しい地域であるほど, 雇用機会の

創出というプラスの側面を持つ｡ ところが, 今回の事例の多くにみられるよう

に, 非正規形態が継続化したり, 長期化しても特段のキャリアパスがないため

契約期間満了後に民間セクターへ押し出されてもキャリアパスとしては評価さ

れなかったり, 職業能力形成や生計維持においてマイナスの効果も持ちうる｡

地方圏で生活をしようとする若年者にとって公共セクターの位置が相対的に大

きな役割を占めている現状のなかで, 公共セクター雇用が抱える課題について,

地元志向を持つ若年者の事例を通して分析を試みる｡

以上３点を通して, 地方圏で生活し続ける意志を持つ若年者が不安定就業か

ら脱出するための課題を明らかにする｡
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２ 調査概要と調査地域の労働市場

１) 調査概要

上述の課題に対して, ����年に, 東北地方のうち岩手県および山形県にて,

若年者のインタビュー調査を行い, ����年にフォローアップ調査を実施した｡

なお, 岩手県および山形県を対象とした理由は, 両県でインタビュー可能な調

査対象者を得られたことにある｡ また, 両地域は就業構造が異なり, これらの

影響についても検討が可能と考え, ２県を選定した｡

����年調査は対象地域在住の若年者に対し, 仕事, 家族, 地域生活, 結婚等

についてそれぞれ１時間程度の個別インタビュー調査を��人に対して行ったも

のである｡ 調査対象者の属性は図表０で示している｡

年齢層は調査時の����年の８～��月において, ��～	�歳までの独身者であり,

男女比は女性がやや多く	�人 (うち山形県��人), 男性が��人 (同７人) であっ

た｡ なお, 調査対象者��人の表記は図表０にあるように, ケース番号を使い,

個人情報保護に配慮し, 分析に必要な範囲で履歴等を叙述する｡

この����年調査の対象者は調査時点において非正規等の不安定就業下にある

若年者とした｡ ただし, 幾つかの事例では正社員であったり農業を含んでいた

り調査対象にはやや幅がある｡ ただし, 地元企業における正社員や就農もいわ

ゆる賃金・待遇面でみると安定職とは言い難い特徴を持っており, われわれの

調査対象者はおおむね不安定就業下にある地方圏在住の若年層を対象としてい

ると言える｡

この後, ����年調査対象者に対し, ３年後の����年にフォローアップ調査を

実施した｡ ��人のうち, 	�人の調査に成功した｡ ただし, 残りの��人について

は, 追跡調査を断られた場合や, 何らかの事情で連絡がとれなくなったために

調査の実施数は６割強に留まった｡ 追跡が困難な点にも不安定就業下にある地

方圏在住の若年者が抱える問題が水面下に隠れていることが窺える｡

地方圏における若年不安定就業者とキャリア展開の課題 (上)
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図表０ 調査対象者一覧
岩手県調査

ケース
番号 性 年齢

(����年)
最終
学歴

調査時現職
(����年)

手取り月収
(����年,
万円)

調査時現職
(����年)

手取り月収
(����年,
万円)

親の同居
(����年,
網掛けは
����年)

結婚

� ���� 男 �� 高卒 公務 (非常勤) ��	� 求職中 � ○ ×
� ���� 男 �� 高卒 農業 － － － ○ －


 ���
 男 �� 高卒 スポーツ用品店
(バイト) ��～�� － － ○ －

� ���� 男 �� 農業大
学校卒 農業 � 農業 � ○ ×

� ���� 男 �� 高卒 公務 (非常勤) �� － － ○ －

� ���� 男 �� 高卒 デイサービス・
介護 (嘱託) ��～�� 特別養護老人ホー

ム・介護 (嘱託) �� ○ (母子) ×

 ��� 男 
� 短大卒 農業 �� 農業 �� × ○
� ���� 男 
� 大学院 公務 (嘱託) �� 公務 (嘱託) �� × ○

� ���� 男 �� 専門中退
(ビジネス関係)

衣料品販売
(バイト) �
 － － ○ －

�� ���� 男 �� 大卒 求職中 � － － ○ (母子) －

�� ���� 男 �� 高卒 農協職員
(パート) �
 農協職員

(嘱託) �� ○ ×

�� ���� 男 �� 大卒 公務
(臨時) ��	� 自動車ディーラー

(正社員) �� × ○

�
 ���� 女 �
 専門卒
(調理) 求職中 ��～��

(解雇直前) － － ○ －

�� ���� 女 �
 高卒 飲食店 (バイト) �� 専業主婦 � × ○
�� ���
 女 �
 高卒 写真館 (正社員) － － － － －
�� ���� 女 �� 大卒 公務 (非常勤) �� 公務 (非常勤) ��	�～��	 ○ ×
� ���� 女 �� 高卒 スーパー (パート) ��～�� － － ○ －

�� ���� 女 �� 大卒 公務
(非常勤) � 石材会社事

(正社員) ��～�� ○ (母子) ×

�� ��� 女 
� 短大卒 公務
(臨時)

日給
���円程度

公務
(臨時職)

日給
���円程度 × ×

�� ���� 女 
� 専門卒
(マスコミ関係)

公務
(非常勤) ��	� － － ○ －

�� ���� 女 

 高卒 宅配便運送
(バイト) 
 専業主婦 � △ (義父母) ○

�� ���� 女 �� 大卒 公務 (臨時) ��～�� － － ○ －

�
 ���� 女 � 専門卒
(美容)

美容師
(パート) ��～�� － － ○ －

�� ���� 女 �� 大卒 公務 (嘱託) �� － － ○ －

�� ���
 女 
� 専門卒
(動物植物)

建設関係
(派遣) 時給���円 公務

(臨時職) ��～�
 × ×

�� ���� 女 

 高卒 接客業
(バイト､ 夜間) �� － － ○ －

� ���� 女 � 専門卒
(警察)

自動車ディーラー
(バイト) �
 自動車ディーラー

(正社員) �
 ○ (母子) ×

注：網掛けは����年調査未実施の者｡
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山形県調査

ケース
番号 性 年齢

(����年)
最終
学歴

調査時現職
(����年)

手取り月収
(����年,
万円)

調査時現職
(����年)

手取り月収
(����年,
万円)

親の同居
(����年,
網掛けは
����年)

結婚

� ����男 �	 高卒 ホテル従業員
(臨時) �� ホテル従業員

(正社員) �
 ○ ×

� ����男 �� 短期大
学校卒

公務
(嘱託) �� アルミ部品加工

(正社員) �� ○ ×


 ���
男 �� 高卒 コンビニ (バイト) ��～�
 － － ○ －

� ����男 �� 専門卒
(調理)

福祉施設調理
(臨時) �� － － ○ (母子) －

� ����男 
� 養護
高校卒 新聞配達 �� 新聞配達 �� ○ (父子) ×

� ����男 �� 農業大
学卒

農業手伝い＋ガソリ
ンスタンド (バイト) � 農業手伝い＋工場

勤務予定 (派遣) � ○ ×

� ����男 

 高卒 スポーツ用品店
(正社員) �
 スポーツ用品

店 (正社員) �� ○ ×

� ����女 �	 専門中退
(インテリア)

コンビニ
(バイト) �～	 ホームセンター

(パート) ��～�� ○ ×

	 ����女 �� 専門卒
(動物訓練)

ホテル従業員
(嘱託) �� ホテル従業員

(正社員) ��～�� △ (義父母) ○

�����
女 �� 高卒
(通信制)

無職
(資格試験勉強中) � 農産加工品会社

(バイト) ��～�� ○ ×

������女 �� 高卒 ホームセンター
(バイト) �～� － － ○ －

������女 �� 短大卒 デイサービス
(正社員) �� デイサービス

(正社員) �� △ (義母) ○

�
����女 �� 専門卒
(演劇科)

電子部品製造
(派遣)

��＋��(飲
み屋バイト)

電子部品製造
(契約社員) ��～�� ○ 離婚

協議中
������女 �� 大卒 公務 (臨時) 	 － － ○ －

������女 �� 高卒
(被服・生活科学) 農業 � 農業＋自動車

部品 (派遣) �
～�� × 婚約

�����	女 �� 高卒 グループホーム
(臨時) �� グループホー

ム (正社員) �
 △ (姑) ○

������女 �	 高校中退 ホテル従業員
(バイト) ��～�� － － × －

������女 
� 大卒 公務 (臨時職) ��～�� － － ○ －
�	����女 �� 大卒 公務 (嘱託) �� 求職中 � × ×
�����
女 
� 短大卒 公務 (臨時) �� 専業主婦 � × ○
������女 
� 大卒 公務 (臨時) �� 求職中 � × 婚約

������女 

 短大卒 求職中 � 貿易事務
(派遣) �� ○ ×

注：網掛けは����年調査未実施の者｡



����年調査では調査時点 (����年９～��月) での年齢が��～��歳を対象に,

男性��人 (うち山形県５人), 女性��人 (同��人) に対して前回と同一の調査

項目に関して, 前回調査からの変遷を１人１時間程度で個別にインタビュー調

査を行った｡

２) 対象地域の労働市場の特徴と調査期間の経済状況

まず, 調査対象地域である岩手県および山形県について, 今回の対象者が置か

れている労働市場構造および就業構造の特徴を紹介しておく｡

図表１には両県の高卒者の進路構成比の経年変化を掲げている｡ ともに����

年以降, 多数派であった就職組が	�％を下回り, 逆に進学組が過半数を占める

ようになっている｡ 特に��年代前半の上がり方は両県ともに顕著であり, その後,

進学割合は微増化している｡ バブル経済崩壊後の高卒就職環境が徐々に悪化す

るなかで, 有利な労働市場を目指しての進学率向上であることが窺える｡

図表２および図表３は高卒新卒労働市場の展開をみるために, 卒業者の就業

産業および職種について����年度以降 (職種は���
年度以降) ５年おきに性別

ごとに経年変化をみたものである｡

産業別にみると, 両県ともに男性においては第２次産業が過半を占めている

が, 進学者が増加した��年代に製造業構成を低下させている｡ ����年度には製

造業比率はもどったが, 就職者数でみると����年度に比べ, 半数以下 (岩手県

男性����人／����年度→����人／����年度, 山形県同��
�人→���
人) であり,

雇用機会は大きく減少している｡ 女性の構成比変化をみると, 第３次産業が過

半を占めており, 就職者数でみると, 両県とも製造業者数の激減が著しい｡

続いて職種別にみると, 両県ともに女性において事務職が減少している｡ 就

職者数でみると, 半減以上であり顕著である｡ 男性では大きな構成比変化はみ

られないが, 就職者数でみると, 技能工の減少が著しい｡

最後に, 調査対象地域の若年層の就業構造を���	年 ｢国勢調査｣ によって示
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図表２ 産業別高卒就職者の進路

岩手県 男性 女性
����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度

第一次産業 �� �� 	
 �
 �
 �	 �� �	
製造業 ���� �	�
 ��� ���� ���	 ��� ��� 	��
建設業・鉱業 ��	 ��
 
�
 ��� �� ��� 
� ��
卸売・小売, 飲食業 ��	 


 		� �	� ��
� ��� 		� �
�
サービス業 ��� ��
 	�	 ��� �
�	 ���	 �
� ��	
公務 �	
 ��� ��� ��� ��� �� �
 ��
その他 �
 �� �� �	 �� �	 �� ��

山形県 男性 女性
����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度

第一次産業 �� �	 �� �� � � � ��
製造業 ���� �	�� ���� ���� ���� ��
 

	 	
�
建設業・鉱業 �
� ��	 ��� ��� �� ��� 	� ��
卸売・小売, 飲食業 
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その他 � 	� �� � �� �� � �

資料：図表１に同じ｡

図表１ 高校卒業後の進路

資料：文部科学省 ｢学校基本調査｣ により作成｡



してみよう｡ 同調査では今回の調査対象者が在住している地域の就業構造を知

ることが出来るので, 調査対象者が多く在住していた岩手県Ａ地区と, 山形県

Ｂ地区について, 図表４に示している｡ 両地区とも, 男性が製造業に多く就業

し, 女性では製造業の他に医療・福祉業に多く就業する類似の構造であること

が分かる｡ このように対象地域では男性では製造業, 女性では医療・福祉業が

若年層へ雇用を提供している重要な産業となっている｡

以上に加えて, われわれが調査を行った����～����年にかけての就業環境に

ついてふれておく｡ 当該期はまさに����年末以降深刻化するリーマンショック

��

(�)

図表３ 職種別高卒就職者の進路

岩手県 男性 女性
����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度

専門的・技術的職業従事者 	�
 ��
 ��� ��
 ��� ���

事務従事者 ��� ��� �� ��	 
	� 	�


販売従事者 �
� 	�� �	� ��	 		� 	��

サービス職業従事者 	�� ��� ��� �	� ��� �	�

保安職業従事者 ��� ��� ��� �� �� �	

農林業作業者 
� 
� �	 � �� �

漁業作業者 �� �� �� － － －
運輸・通信従事者 �� �� �� �� �� �

技能工・採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 �
�� ��		 ���� ��� ��� 
	�

上記以外のもの ��� �� �� 
	 
� 	�

総数 
		� 	��� ���� 	�	� ���� ����

山形県 男性 女性
����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度 ����年度

専門的・技術的職業従事者 
� 	� ��� 		 	� ��

事務従事者 �	� �� �� ��� 	�� �



販売従事者 	�� ��� ��� 
�� ��� ���

サービス職業従事者 ��� ��� ��� ��	 
�� 
�


保安職業従事者 ��� �
� �
� �� �� ��

農林業作業者 �� 	
 �� 
 � �

漁業作業者 	 � 
 － － －
運輸・通信従事者 �� �� �� 	� �� ��

技能工・採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 �	�
 ���
 �	�� ��� 

� �
�

上記以外のもの � 	� 
� 
 �� �


総数 		�
 �	�� ���� ��
� ���	 ����

資料：図表１に同じ｡



による金融危機以前に行われた２)｡ 民間大企業は景気回復のなかで業績向上を

果たしている一方で, 背景には ｢人件費削減頼みの経営｣ (竹信����) と特徴

づけられるように製造業派遣の活用に象徴される非正規雇用の拡大が進んでい

る時期でもある｡ また, 構造改革路線の展開による公務パートの拡大もこの状

況に拍車をかけた｡ われわれは今回の地方圏で非正規化している若年層の職業

履歴や家族形成について調査するなかで, 地方圏で生活し続けようとする若年

者のなかに, 製造業派遣や公務パートの拡大が浸透していることを知ることが

地方圏における若年不安定就業者とキャリア展開の課題 (上)
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�) ����年調査の後に, 米国証券会社リーマンブラザーズの破綻が起きた｡ 地域経済
の停滞は一層進むことになるが, 本調査ではその影響を受ける前であった｡ 不安定
就業継続者が多い今回の調査対象者の生活困難化が進むことが容易に想像できる｡
ただし, 以下で分析される地方圏若年者の就業・生活上の課題は経済不況の深刻化
の程度に関わらず継続するものであり, リーマンショック後の追跡調査を行ったと
しても本稿で明らかにする課題は変わらない｡

図表４ 調査対象地域の若年者就業構造

資料：総務省 ｢国勢調査｣ (����年) より作成｡



できた｡ 非正規化の波は全国的に進んでいるのだが, 特に就業機会が少ない地

域経済においてそこで生活することを望む若年者が抱える生活困難は, 就業機

会が相対的に潤沢である都市圏とは異なる｡

本稿はこうした影響下にあり, 非正規化が進む雇用環境下にある地方圏在住

の若年者が抱える就業継続と家族形成の課題を明らかにすることになる｡

３ 調査対象者の職歴および家族形成の実態

１) ����年調査における職歴にみる特徴

����年調査によれば, 調査対象者の職歴においては, 長引く不況下における

雇用情勢の悪化によるしわよせを明瞭に読みとることができる｡ 具体的には高

卒後, 正社員として入社したにもかかわらず, ６年後に有期雇用で時給の ｢嘱

託｣ になるよう要請され, その後いくつかのパートを転々としてきたケースに

端的にみるように, 人員整理による正社員からの降格を強いられたものさえい

た｡ また解雇や倒産による職歴の寸断がみられる｡ その親たちの職歴において

も, リストラの影響が出ているケースもあり, 地域労働市場の困難をうかがい

知ることができる｡ また本人の事故・病気がきっかけとなってフリーターになっ

たケースもみられるほか, 家族の病気によって地元にもどらざるを得なかった

ことが非正規化への契機になったケースも見られる｡ 特に後者は女性にのみ現

れており, 学卒後 ｢家族の病気｣ で就職活動ができなかったケース, ｢父が危

篤で｣ 正社員職を辞して地元にもどったケースもあった｡ 家族ケアに関して,

女性が頼りにされるケースがめだっている｡

(����：ケース番号, 図表０を参照, 以下同) ６年のスーパー正社員勤務の後,
｢嘱託｣ (＝時給で有期) になれと言われた→その後, パートを転々としてきた｡
(����) ホテル勤務 (電話交換手) ６年→(父が危篤で辞職・帰郷)→コンビニ・
アルバイト→宅配便配送アルバイト→コンビニ・アルバイト→携帯電話の部品組み
立て (フルタイム)→公務・臨職→民宿でウェイトレス→宅配便配送アルバイト｡
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また大卒以上の学歴獲得の場合, 学卒時に公務員試験や教員試験に失敗し,

非正規職につきながら受験を志すケースも一定数みられる｡ 度重なる受験失敗

によって, 民間をふくめて職探しに切り替えたものの, 年齢制限までは受験を

続ける人々もいる｡ 特に大卒の場合, 地域労働市場においてマッチする職種が

なく, 公務員や教員の試験に賭けるしかないという事情が働いている｡ 大学院

修士課程修了の男性��歳は, 公務専門職の期限付き調査員 (３年) を何度か契

約更新されてきており, ｢教員試験は何遍も受けています｡ 結果は厳しいです

ね｡ 受かればそっちの方で (働きたい)｡ チャンスはまだ十分にあります｡ 教

員がだめでも塾講師の道を考えている｣ と語っている｡

さらにまた職業的人生を非正規職からスタートした人々がいるが, すでに��

歳代後半から��歳代前半の年齢層に達した人々の職歴をみると, 非正規から脱

し得ない厳しい足跡を読み取ることができる｡ いまだ��歳代前半層の場合も,

ひとたび非正規層となった場合, ここから将来抜け出していくのは容易ではな

いことがうかがわれよう｡

(����) サービス業で ｢数え切れないくらい転職｣→公務・非常勤職員｡
(����) 工場アルバイト→配膳会社, お好み焼き屋バイト→公務臨職→(沖縄放浪
の旅)→派遣会社の建設アルバイト｡

他方で, 初職から正規職でスタートしたにもかかわらず, 非正規となった理

由をみると, 職場における人間関係上のトラブル, 職場のなじめない雰囲気,

職務配分上の問題などがかかわっている｡ あるいはもともと好きな仕事に転身

したところ, 非正規雇用しかない, という現実をかかえているケースもみられ

た｡

(����) 印刷機器製造会社・正社員 (��年) (｢やる気をなくさせる会社だった｣
ので退職)→(無職１ヶ月)→新聞配達｡
(����) 和食チェーン店 (５年半・規律面で厳しく, 毎朝朝礼があってお経のよ
うな発声があった)→パート店員｡

地方圏における若年不安定就業者とキャリア展開の課題 (上)
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こうしたなかで, 研修を受け, 資格取得にチャレンジすることによって, み

ずからの職歴展望を切り開こうとするケースもみられた｡ 仕事のやりがいを求

めて正社員生活から一転して介護職資格を取得したケースは, 介護労働市場の

特性のため, 非正規に甘んじざるを得ないが, 数年後の正規への昇格試験に展

望をむすぶケースもみられた｡ ただ調査時点ではいまだ正規に転じる展望が必

ずしもないまま, 低収入生活を続けていた｡ ｢働きがい｣ とひきかえの低処遇

条件の改善という課題は, 地域労働市場に自らを限定している若年層にとって,

非常に大きなものであるといえよう｡

(����) 会社・営業職・正規 (９年)→ヘルパー資格 (通信教育)→介護職・非正
規：｢就職してから, 自分が何してる時に一番楽しいのかを考えた時に, 人が喜ん
でいるのが楽しいのかなと｡ それを会社で活かせれば良かったんですけれど, 営業
という職業上, どこかにずるい部分があって, それがなきゃやっていけないという
ものがあって, しばらくはそれを飲み込んで仕事をしてたんですけれど, ここ何年
かでこのままでいいのかなと思って｡ あと, ここ何年かでだんだん会社の業績も悪
くなってきて, この業界に自分が残っていくのは厳しいんじゃないかと｡ (今は)
手取りで��万から��万円｡ 厳しいですね｡ 前の半分くらいですから｡ ただ, 前の仕
事を辞めるときも考えたんですけれど, お金よりも自分が何してる時に楽しいのか
を考える方がいいのかと｡ 今は, 自分の金銭感覚を調整するしかないですね｣｡
(����) 製造業正社員 (９年)→働きながら介護福祉士取得→老人保健施設臨職
(３年で正社員への登用試験を受験予定：｢機械とにらめっこから, 充実感があって
楽しい仕事へと思っている｣)｡

このほか, 公的職業訓練機関による簿記, パソコンなどの研修を経て, 非正

規のままではあるが, 現業職から事務職に転換したケースもみられ, 親の経済

事情が許さない場合, 公的職業訓練機関の果たす役割にあらためて着目する必

要がある｡

(���	)レジャー施設のバイト→販売バイト→パチンコ屋社員→(簿記とパソコン
を勉強)→自動車ディーラー・事務 (パート)｡

さらに ｢やりたい仕事｣ や ｢夢｣ の実現のために, あえて非正規職にとどま

るケースもみられる｡ 航空機の客室乗務員への夢を消すことができずに非正規
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職のまま専門学校に通学するケースは, 客室乗務員になれたとしても非正規雇

用のままであることは折り込みずみだという｡ 福祉・介護関係職を志望し続け

る者は先にも述べたとおり, 正規職への道は厳しく, また日本語指導, デザイ

ン, 国際協力関連の仕事に従事しているケースでは, 職業への満足度は高いも

のの, これにこだわる限りは非正規職からなかなか抜け出すことができないと

いう悩みを抱えている｡ これらはいずれも高学歴層の女性に多い事例であり,

親元に同居しているという条件が, 彼女たちの志の高い仕事への要求を実現さ

せる基盤となっている｡ 非正規から抜け出そうと志向する場合には, 大都市圏

に出ざるを得ないと考えている｡

(����) 工作機械メーカー正社員 (経理)→１年��ヶ月で退職 (スチュワーデス養
成学校に通学中：｢残業が多く身体的に厳しかったのと, スチュワーデスになりた
かったために辞職した｣)｡
(����) 知的障害者施設, 老人保健施設, 特養老人ホーム, グループホームなど
を臨時採用として転々：｢福祉関係ほとんど臨採｡ ３交代制で, 早番も遅番も夜勤
もあって��～２万円じゃ生活できない｣｡
(����) 映画館正社員 (半年)→デザイン・印刷関係のアルバイト →�	作成

(スタッフ契約・東京)→花屋バイト→公務・事務補助：｢やりがいのあるデザイン
関係の仕事をしたい｡ 田舎だと職種が少なくてやりたい仕事を選べない｡ 東京に戻
ろうかなとも思う｣｡
(���
) 旅行社営業職 (３年)→途上国で有償ボランティア→���の委任契約
(３年までの契約)：｢国際協力をやっていきたい｡ 東京で職探しの予定｣｡

以上のように, 本人の意志もしくは家族の病気等の事情で生まれ育った地域

での生活を求め, 求職活動をしている若年層が, 正規職を獲得することがきわ

めて困難であることが知られよう｡ 特に相対的に低学歴層の場合, 学卒時から

非正規であるものも少なくない｡ またいったんは正規職についても長引く不況

の影響下で, 解雇, 倒産, 非正規への格下げといった厳しい現実が, 彼らの職

歴には刻印されている｡ また相対的高学歴層の場合, 地域労働市場で彼らの学

歴にふさわしい正規職の受け皿は公務員あるいは教職のみとなっており, それ

への受験に取り組みつつ, 親元で公務労働の非正規職を, いわば ｢通過職｣ と

地方圏における若年不安定就業者とキャリア展開の課題 (上)
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して受け入れているものが少なくない｡ しかし受験に失敗を重ね, ��歳代にい

たるまで長すぎる ｢通過職｣ を経験しているものが少なくないことが知られよ

う｡ また女性の高学歴層にみられる傾向は, 非正規ながらやりがいが感じられ

る職を得ていることである｡ だが非正規に見切りをつけつつ, やりがいのある

仕事を追求するためには, 大都市圏への進出が課題として意識されている｡

２) ����年調査にみる結婚への展望

次に, こうした職歴をもつ人々は, どのような結婚への展望を持っているだ

ろうか｡ われわれの質問紙では, 一連の職歴にかんする設問を終えた後に, 今

度は結婚展望について尋ねるという組み立てになっていた｡ すなわち職歴と結

婚とは一応切り離したかたちで設問が設計されていた｡ それにもかかわらず,

男性のみならず女性においてもほぼすべて, 自分自身の職歴, 現時点での不安

定雇用との関連で, 結婚展望をいだけない苦しい心情が語られていた｡

まず男性についてみると, 相対的に高い年齢層の場合, ｢順序としては最初

に仕事｣ という声が聞かれた｡ また��歳そこそこの若い世代にあっても, ｢フ

リーターでは結婚できない｣ ｢子どもが生まれると不安｣ といった言明がなさ

れ, つきあっている女性がいても結婚については話さないという｡ 仕事の不安

定性が, 結婚の阻止要因になっていることは明らかである｡ 交際中の女性がい

る非正規の場合も, 正規になれるまで結婚を引きのばす傾向が強くあらわれて

いる｡ 男性にとっては, 非正規就労であることが結婚阻止要因として明確に働

いており, 非正規のまま��歳代後半層以上の年齢層は, 親やコミュニティから

の強いプレッシャーを感じており, またそれがのちにふれるように, 自己への

自信のなさと結びついている｡

(����) ｢(結婚) しなきゃとは思うんですが, 仕事にも就いていないし, 順序と
しては最初に仕事がくると思うので, まずはそれを見つけてからだと思っているん
ですけど｡ ま, 相手がいない｡ (まずは仕事を探すのを相当重点的に？) お嫁さん
がいなくても暮らしていけますけど, 仕事がないとあれですからね｡ 夫婦共働きで
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ないと厳しいんじゃないですかね｡ 家事を分担しないと｣｡
(����) ｢付き合っている彼女がいます｡ 今は現実とかが見えるのであまり結婚の
話はしませんけれど｡ フリーターでは結婚できないかなって｡ 社員になればそれな
りにやっていけそうですけれど｡ ��歳くらいになったら (結婚を考える)｣｡
(���	) ｢結婚したい｡ 結婚費用貯めなければいけない｡ 仕事は掛け持ちもいいけ
ど, 子どもが生まれると不安｡ でも, 自分が養っていけるかも不安ですね｡ 自分が
安定した仕事がないので｣｡

実は女性についても, 同様の傾向が見られる｡ 職業的には不安定であっても,

結婚を媒介として現状を打開しようとする女性は, むしろマイノリティにとど

まり, 仕事安定への志向性が強く表明されている｡ 結婚よりも ｢まずは仕事を

なんとかしたい｣ という意識が強いのである｡ 公務労働臨時職をいくつも経由

してきたケース (����) は, 居住地域の三世代同居規範の強さについて, 長

いコメントをくわえていた｡ 三世代同居が慣習化されている場合, 姑が家事・

育児役割を担うものとされているため, ｢嫁｣ には共働きによる稼得役割がむ

しろ期待されている｡ 親戚が嫁入り先の斡旋・紹介をするさい, 彼女の仕事が

臨時職であることがネックになる場合が多いという｡ ｢臨時職なんだね｣ と念

押しされ, 結果としてお見合い候補からはずれてしまうというのである｡ ｢ど

んな仕事をしているのかが, 結婚の条件にもなりますね｣ ｢辛いです｡ 息もつ

けない状態です｣ と, 
�歳を過ぎた彼女は語っている｡ 友だちつながりでお見

合いの経験はあるものの, それについては断ったとしている｡ お見合い相手の

要求が, ｢家にはいって (三世代) 同居が大前提で, きちんとお勤めして, (相

手の) 親の面倒も見て, かつ, 仕事から帰ってきたら自分の世話もしてほしい｣

というものであったので, ｢とてもできないと思ってお断りしました｣ と語る｡

もともと結婚しても働きたいと考えていたので, ｢きちんとお勤めして｣ とい

う要求に対して抵抗があったわけではないが, 生まれ育った地域を一歩も出た

ことがなく, 三世代同居規範を一度も相対化したことのないお見合い相手とは

やっていけない, との判断にたったのだという｡ 一度でも他地域で生活した経
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験をもち, 他のライフスタイルもありうることを知っているかどうかが, 彼女

にとっては重大な分水嶺だったのだという｡ このケースから, 三世代同居を前

提とする結婚慣習が, 高いハードルとなっていることをうかがうことができよ

う｡ フリーターであることは, ｢嫁入り｣ にとっての不利な条件とならざるを

得ないと意識されていることも大きなネックになっている｡ また他の女性のケー

スをみても, 現時点で臨時職員であるため, 結婚まではいいとしても, 出産に

よって職を失わざるを得ないことを考慮して, 交際中との男性との結婚を先送

りし, 将来の共働き生活に備えて資格取得をまずはめざそうとするものも少な

くない｡

(����) ｢(つきあっている彼と) 来年あたり結婚 (を考えている)｡ でも子供を産
むとなると臨職で産休取れないので辞めなければならず｡ その後のことを考えると
どうなるんだろと｡ 仕事は続けたい｡ 専業主婦になるイメージはない｣｡
(����) ｢つきあって４年半くらい (検査の仕事)｡ 彼も資格の勉強｡ お互いに目の
前のやりたい仕事が優先｡ 結婚よりも, やりたい仕事が優先なので｡ 結婚したくな
いわけではないが, 自分が今はいっぱいいっぱい｡ 結婚しても仕事は続ける｡ 続け
ないと経済的にも厳しいのでやります｡ 仕事を辞めてまで結婚したいとは思わない｣｡
(���	) ｢交際期間は長いが予定なし｡ 途中で仕事ができなくなったら困るので｡
やっぱり生活を安定させたい｡ 福利厚生が充実したところを選びたい｡ お互いに安
定していないと (結婚できない)｣｡
(���
) ｢経済的に自立していないと結婚しにくいんで…｡ 自分が安定したら結婚
も考えられるかな, という希望ですね｣｡

以上のケースにみるように, 女性も結婚後も仕事を続けるということが大前提

になっており, そのためにも安定した仕事についてから結婚をという意識が強い

ことが知られる｡ 男性の場合でも, ｢夫婦共稼ぎでないと厳しい｣ という上記の��

歳の求職中のケースの発言にみるように, 自らの稼得基盤の弱さやそれへの自信

のなさも手伝って, 共働きを志向する傾向は強い｡ そうであるがゆえに, 女性も

男性も, 仕事をまずはしっかり確保すべきだと考え, 結婚はそのあとに来るべき

ものという意識を強く有している｡ 彼ら自身がフリーターであるということのほ

かに, あるべき結婚の姿がフレキシブルではないことが, 結婚を遠のかせている
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要因ともなっているとみることができる｡ 総じて, 望ましい結婚に照らしてフリー

ターである自分をなんとかしなくてはならない, という焦燥感に囚われており,

自分自身に対する否定的な言明を行うケースも少なくなかった｡ ��歳の女性

(����) は, フリーターから抜け出して民間介護施設の正社員になれたにもかか

わらず, 事務職の約束とはうらはらに車での送迎業務を毎日こなさなければなら

ず, 休日を取ることもできなかったために体調をこわして, 辞職した経験をもっ

ている｡ ｢悩みましたね｡ 正職員になれたのにまた臨時に戻ってしまうのが嫌だっ

たんですが, (身体が) きつくて｡ 我慢すればできたのかもしれないですけれど,

全然先が見えなくて｡ 甘かったんですよ, 本当に｡ その後は半年間無職という

状況でした｡ (親には) 『我慢が足りない』 と責められたんです｣ と語る｡ 求職

中の男性��歳 (����) は, ｢公務員試験は面接まで行くが落とされる｡ 定職に就

くってことは厳しいんでしょうか｡ 自分が甘いからじゃないですか｡ まだまだ甘

いんですよ, きっと｡ 若いからまだいいなんて思ってないですよ｡ ギリギリだと

思って焦ってます｡ 必死さに欠けてるんですよ｣ と語っている｡ 公務非常勤の男

性�	歳 (���
) も, ｢中卒でも, �
年も同じところで働いた, というのはすばら

しい｡ だから転職には悪いイメージがあります｡ 地方は, 高校出ても半分くらい

は就職できなかったりします｡ そういう状況だけど, でも就職できないと視線が

厳しい｣｡

以上, 全体として非正規からの脱出の困難が調査対象者の職歴によく現れて

いる｡ また不安定な非正規就労であるがゆえに, 結婚が遅延させられているこ

とも明白である｡ それのみならず, 三世代同居規範が男性フリーターのみなら

ず女性フリーターの結婚へのハードルを高からしめている点も銘記しなければ

ならない｡ 彼らの職業的自立および結婚への道のりは, 実に長いものになって

いることを知ることができよう｡

地方圏における若年不安定就業者とキャリア展開の課題 (上)

��

(�	)



３) ����年調査にみる仕事と結婚

上述のように, ����年調査と同一の対象者のフォローアップを行った｡ 男性

��ケースのうち, ����年調査時点から正社員 (スポーツ用品店の店員) であっ

た１ケース (これは, 昇給がない低賃金職種であり, 今日的に言えば ｢名ばか

り正社員｣ である) を省こう｡ 残る��ケース中, ３ケースのみが非正規雇用か

ら正社員になっていたが, それ以外は非正規のままにとどまっていた｡ なかに

は, ����年の非正規状態 (公務臨時職) から一度は抜け出して製造業の正社員

になったが, それを辞して休職中となっているケースもみられる｡ 正社員になっ

てもなお, 教員採用試験を受験し続ける気構えをもっているケースもあり, 正

社員にたどりつくことで安全圏にはいったとはみなすことはできない｡ また体

調等の事情から正社員職を退かざるをえないなど, 若い世代の試行錯誤はさら

に続いている｡

(����) ｢前職は仕事に対してやりがいを感じなくなり, 体調不良も加わって退職
した｡ 現在働いていないことに対し, 強い不安感・焦燥感を感じる｡ アルバイトか
らでも仕事を始めようと考えている｡ 自分がやりたいことが何なのかはわからない｣｡

女性の場合は, ��ケース中５ケースは正社員になっているが, ��ケースは非

正規のままにとどまっている｡ 残る３ケースは, 結婚や出産によって退職して

専業主婦になっている｡ これらのケースについては, あとで述べよう｡ 正社員

になることができたケースをみると, 介護労働に従事したまま, 正社員職の募

集のチャンスをみごとに手に入れたケースや, 公営宿泊施設で嘱託社員から正

社員へのパスポートを手に入れたケースなどがみられる｡ これにたいして非正

規のままにとどまっていた��ケースには, 社会福祉士の資格を働きながら取得

してもなお非正規であることから抜け出せないケース (����) や医療事務の資

格を取るために専門学校に通ったが, 学科試験で落ちてしまったので次の受験

までホームセンターのパートでつないでいるケース (	���) にみるように,

資格に挑戦して安定職を得ようとする努力が重ねられているにもかかわらず,
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そこにまで達することがなかなかできないでいることが知られる｡

女性のうちで結婚し無職となった３ケースをみよう｡ このうち, 夫が安定し

た収入をもたらす見通しが得られている専業主婦は１ケース (����) のみで

ある｡ このケースにおいては, ｢夫の収入があるので無理に働く必要はないが,

子どもの手が離れれば仕事に復帰したいと思っている｣ としている｡ 残る２ケー

スはいずれも, 夫の収入が十分ではないため, 夫の実家で暮らしている｡ うち

１ケースはいわゆる ｢できちゃった結婚｣ で, やむなく三世代同居となってい

る｡ もうひとつは, 出産前はパートに出て家計を補っていたが, 出産とともに

専業主婦になっている｡ 両ケースともに, 夫の実家をいずれは出て自立したい

と考えており, そのためにもまもなく働きに出る覚悟をしている｡ いずれのケー

スにおいても, 専業主婦は一時的で過渡的な存在形態であることが意識されて

いるのである｡

女性では以上の３ケースのほか, 正社員になった５ケースのうち３ケースが

結婚しており, また非正規にとどまっている��ケースのうち２ケースが結婚し

ている｡ 明らかに, 女性が正社員になれたことと, 結婚へと足を踏み出すこと

とがリンクしていることが知られよう｡ 女性にとっても職業的安定と結婚展望

とが密接につながっていることが, ここでもはっきりとみてとることができよ

う｡ 非正規にとどまっている１ケースは, ����年調査後に入籍し出産したが,

����年時点では離婚係争中であった｡ 短い時間のあいだに目まぐるしい変動を

体験し, シングルマザーとして父母および祖父母と同居しつつ製造業の契約社

員をしているこのケース (���	) の歩みをみると, 結婚もまた安定生活を手

に入れるためのパスポートとはなりえず, それ自体, 不安定性を有しているこ

とを念頭におくべきだということになろう｡

(���
) ｢結婚したタイミングは, 自分の雇用状況に左右されました｡ 自分の雇用
形態が確定するまでは結婚に踏み切れなかった｣｡
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最後に男性の場合の仕事と結婚とのかかわりをみよう｡ 女性の場合��ケース

中８ケース (����％) が結婚にいたっているのに対して, 男性では, ��ケース

中３ケース (����％) が結婚しているにとどまる｡ 結婚に踏みきった３ケース

のうち, 正社員になったことがそのきっかけになっているのは, １ケースのみ

である｡ その他は, 農業手伝いを続けつつ, 製造業派遣労働者となったケース

と, 公務労働の非正規雇用のまま結婚に進んだケースとがある｡ 後者は, スー

パーマーケット等の他の業種への転身を, 結婚を契機として考えているという｡

����年調査にかかわって述べたように, 男性の場合とりわけ, 非正規であるこ

と自体が, 経済的な意味のみならず心理的にも, 結婚との距離感を強く感じざ

るを得ない要因として作用しており, この３年間の結婚への歩みも, 女性に比

して不活発であるといえよう｡ それはこの地域の若年男性が, 結婚に高いハー

ドルを課しており, フリーターでは結婚はできないという意識が強いことが作

用しているとみることができる｡ 女性の場合にも専業主婦という存在形態は過

渡的なものであって, やがては共働きに移行するというライフ・ビジョンを描

いている｡ だからこそ女性自身も, 三世代同居の ｢嫁｣ として共働きを求めら

れることを熟知しているからこそ, フリーターから, 育休, 産休を取得できる

正規雇用へと進むことを強く求めている｡

以上から, 非正規雇用と晩婚化・未婚化傾向とがつながっており, とりわけ

男性においてその傾向が顕著であることが明らかである｡ 女性にとっても, 結

婚は決して ｢ゴールイン｣ では必ずしもない｡ 調査対象者は����年調査当初,

すべてが親元で暮らしており, その条件なしには生活していくことは困難であっ

た｡ だが����年調査において結婚にいたった調査対象者も, その多くは親世代

からの自立を願いつつも, 経済的に三世代同居という形態を選択せざるを得な

い状況におかれていた｡ 未婚期にあっても, また既婚後となっても親世代への

依存から抜け出しにくい状況にあり, この若者世代を支える親世代の経済状況
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いかんによっては, 共倒れの危険もないとはいえないと思われる｡
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