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2013年度定年退職者略歴・著作目録一覧

渡辺秀樹（わたなべ ひでき）　　略歴・主要研究業績

1948年	 12月26日生（新潟県糸魚川市出身）

1967年	  3月　新潟県立糸魚川高等学校卒業
1968年	  4月　東京大学教養学部理科2類入学
1972年	  3月　東京大学教育学部卒業
1972年	  4月　東京大学大学院教育学研究科修士課程入学
1974年	  3月　東京大学大学院教育学研究科修士課程修了（教育学修士）
1974年	  4月　東京大学大学院教育学研究科博士課程進学
1978年	  3月　東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学

1978年	  4月　東京大学文学部（社会学専攻）	助手
1983年	  4月　電気通信大学電気通信学部	助教授
1990年	  4月　慶應義塾大学文学部（人間科学専攻）	助教授
1995年	  4月　慶應義塾大学文学部	教授
1996年	  4月　慶應義塾大学大学院社会学研究科委員

1993年	  4月　大学学生部委員/学生総合センター学生部委員（1995.9まで）
1995年	 10月　大学学生総合センター学生部門副部長（三田支部，1997.9まで）
1998年	 11月　ハラスメント防止委員会副委員長（1999.3まで）
1998年	 11月　ハラスメント防止委員会地区相談員（2000.10まで）
1999年	  4月　慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部長（2003.3まで）
2002年	 10月　慶應義塾理事（2003.3まで）
2006年	 10月　慶應義塾大学教職課程センター所長（2010.9まで）
2008年	 10月　ハラスメント防止委員会副委員長（2010.9まで）
2010年	 10月　ハラスメント防止委員会委員長（2011.9まで）
2011年	 10月　ハラスメント防止委員会顧問（現在まで）
2011年	 10月　慶應義塾大学大学院社会学研究科委員長（2013.9まで）

1986年	  3月　ハーバード大学社会学部訪問研究員（1986.9まで）
1998年	  3月　ハーバード大学エンチン研究所訪問教授（1998.10まで）
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1995年	  9月　日本家族社会学会理事（2004.9まで）
1997年	  9月　中央教育審議会専門委員（1999.4まで）
2006年	  8月　日本学術会議連携会員（現在2期目）
2006年	 10月　日本社会学会理事； IJJS編集委員会委員長（2009.10まで）
2007年	  9月　日本教育社会学会理事（2011.9まで）
2008年	  7月　日本家族問題研究学会会長（2012.7まで）
2009年	  6月　大学基準協会基準委員（2013.5まで）
2010年	  9月　日本家族社会学会会長（2013.9まで）

［賞罰］
第1回福武直賞（『現代日本の階層構造』全4巻に対し： 共著者のひとりとして，1991.7）

［非常勤講師歴］	電気通信大学，上智大学大学院，九州大学大学院（集中講義），共立女子短期大学，武
蔵大学，日本女子大学，お茶の水女子大学，大阪大学大学院（集中講義），大妻女子大学，立教大学大
学院，成蹊大学，聖心女子大学，聖徳大学（集中講義），静岡大学（集中講義），東京大学，東京大学大
学院，世田谷市民大学，東京都民カレッジ，かわさき市民アカデミー，ほか。

2014年3月現在

業　績　リ　ス　ト

（著書）
 1.　『少し立ち止まって，男たち』，1997，東京女性財団，共著（江原由美子・細谷実）
 2.　		『社会学研究シリーズ–理論と技法1； 家族社会学入門―家族社会学の理論と技法』，1999，文化書

房博文社，共編著（野々山久也）
 3.　『働き続ける女性たち』，1999，東京女性財団，共著（上林千恵子・小笠原祐子）
 4.　『変容する家族と子ども』，1999，教育出版，編著
 5.　『講座社会学2　家族』，1999，東京・東京大学出版会，共編著（目黒依子）
 6.　	『現代家族の構造と変容： 全国家族調査［NFRJ98］による計量分析』，2004，東京・東京大学出版

会，共編著（稲葉昭英・嶋崎尚子）
 7.　『現代日本の社会意識： 家族・子ども・ジェンダー』，2005，東京・慶應義塾大学出版会
 8.　	『日本の家族および家族内社会化過程研究』青少年期社会化過程の国際比較研究全6冊中第3巻，

2007，韓国，ソウル・青少年開発院，共著（松田茂樹，べ　じへい，椋尾麻子）
 9.　		『青少年の友人関係や教師との関係が社会化に与える影響』慶應義塾大学	21COE-CCC／韓国青少

年政策研究院	NYPI　共同調査研究報告書，2008，研究代表者： 渡辺秀樹（松田茂樹，BAE	JI-
HEY，青田泰明，小澤昌之）

10.　『多文化多世代交差世界における市民意識の形成』，2008，慶應義塾大学出版会，共編著（有末賢）
11.　	『国際比較にみる世界の家族と子育て』，2010，ミネルヴァ書房，共編著（牧野カツ子・渡辺秀樹・
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舩橋惠子・中野洋江）
12.　	『いま，この日本の家族　―絆のゆくえ―』，2010，弘文堂，共著（岩上真珠・鈴木岩弓・森謙二・

渡辺秀樹）
13.　	『勉強と居場所； 学校と家族の日韓比較』，2013，勁草書房，共編著（金鉉哲・松田茂樹・竹ノ下

弘久）
14.　『モデル構成から家族社会学へ』，2014，慶應義塾大学出版会，三田哲学会叢書
15.　『越境する家族社会学』，2014，東京・学文社，共編書（竹ノ下弘久）

（論文）
 1.　	家族における社会化過程について–構造機能分析による理論モデル構築の試み，1975，社会学評

論，第26巻1号，pp.	36–52
 2.　家族と余暇，1977，松原治郎編，「余暇社会学」，垣内出版，pp.	136–157
 3.　	社会化とライフサイクル，1980，青井和夫・庄司興吉編，「家族と地域の社会学」，東京大学出版会，

pp.	25–50
 4.　個人・役割・社会–役割概念の統合をめざして，1981，思想，岩波書店，第686号，pp.	98–121
 5.　	役割分析の基本枠組–役割研究体系化のための一考察，1984，電気通信大学学報，第35巻1号，

pp.	111–125
 6.　	子どもは役割をどう学ぶか，1985，麻生誠・木原孝博編，「子どもはどう育つか」，有信堂，pp.	

132–153
 7.　家族と子どもの社会化，1985，電気通信大学学報，第36巻2号，pp.	311–322
 8.　	家族システムの構造と諸相，1986，中山慶子ほか共著，「社会システムと人間」，福村出版，pp.	

138–160
 9.　学生の性役割観と結婚観，1988，電気通信大学紀要，第1巻1号，pp.	215–241
10.　家族と職業，1988，正岡寛司・望月嵩編，「現代家族論」，有斐閣，pp.	219–238
11.　子どもの社会化，1988，正岡寛司・望月嵩編，「現代家族論」，有斐閣，pp.	76–101
12.　	思春期と父親，1988，山村賢明・児玉隆治編，「親と教師のための思春期学： 3家族」，情報開発研

究所，pp.	23–35
13.　家族の変容と社会化論再考，1989，教育社会学研究，第44集，pp.	28–49
14.　	結婚と階層結合（全4巻で福武直賞を受賞），1989，平成元年4月，岡本英雄・直井道子編，「現代

日本の階層構造4； 女性と社会階層」，東京大学出版会，近藤博之との共著，pp.	119–145
15.　家族変動のなかの家族問題，1989，岩内亮一編，「社会問題の社会学」，学文社，pp.	13–32
16.　アメリカの家族と福祉，1989，社会保障研究，第25巻2号，pp.	126–135
17.　社会変動と父親世代の生涯学習，1991，「社会教育」，46巻536号，pp.	7–13
18.　21世紀の家族像―父親の発見，1991，「教育と情報」，402号，pp.	2–7
19.　結婚の動向，1992，東京都職員研修所「行政管理―都市と家族」，368号，pp.	24–31
20.　家族と社会化研究の展開，1992，「教育社会学研究」第50集，pp.	49–65
21.　家族と社会化，1992，柴野昌山・菊池城司・竹内洋編，「教育社会学」，有斐閣，pp.	126–142
22.　家族ライフイベントのゆくえ，1993，「家族社会学研究」，第5号，pp.	67–74
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23.　ひとり親家族と現代の家族問題，1993，「子どもと家庭」，267号，pp.	35–41
24.　親と子どもから見た家族の変化，1994，「青少年問題」，41巻，1号，pp.	9–15
25.　教育とジェンダー，1994，目黒依子編，「ジェンダーの社会学」，放送大学教材，pp.	29–37
26.　変化する家族―親子関係優先から夫婦関係優先へ，1994，「望星」，25巻6号，pp.	24–29
27.　今，ひとり親家族をめぐって，1994，「子どものしあわせ」，50号
28.　家族生活，1994，連合総合生活開発研究所，「しあわせの未来形―2020年への選択」，pp.	146–157
29.　	現代の親子関係の社会学的分析-育児社会論序説，1994，社会保障研究所編，「現代家族と社会保

障」，東京大学出版会，pp.	71–88
30.　現代家族，多様化と画一化の錯綜，1995，「家族・看護・医療の社会学」，SANWA.	Co，pp.	47–66
31.　	教育する親から教育を手配する親へ―教育力の低下と教育過剰，1995，「児童心理　8月号臨時増

刊　日本の子ども　いまこれから　戦後50年から21世紀へ」，pp.	74–80
32.　家族の変容と多様性，1996，「JILリサーチ」　日本労働研究機構，23号，pp.	18–21
33.　	父親の育児不安―シングルファーザーの問題に焦点をあてて，1996，「現代のエスプリ・子育て不

安・子育て支援」至文堂，342号，pp.	165–171
34.　家族の教育機能の変容と新しいかたち，1996，「教育展望」7 ／ 8月号，pp.	38–47
35.　	母親が子どもに望むこと―M.コーン他のparental	valueに関連して，1996，「児童心理4月号　臨

時増刊　」，金子書房，pp.	44–54
36.　子どもの養育環境の複雑性と単純性，1997，「教育と医学」，45巻7号，pp.	44–50
37.　社会化とフェミニズム，1997，「教育社会学研究」，61集，pp.	25–37
38.　	Transformations	of	Family	Norms	 ;	parent＇s	expectations	of	 their	children＇s	 family	 life	style，

1997，平成9年12月，「哲学」，三田哲学会，102集，pp.	203–213
39.　流動化社会における子どもの社会化，1998，「子ども学」，ベネッセ，18号，pp.	92–99
40.　子どもと家族の近代，1998，「アエラ　ムック　家族学のみかた」，pp.	88–91
41.　	家族発達的研究： 家族周期・ライフサイクル・ライフコース，1999，野々山久也・渡辺秀樹編「家

族社会学入門―家族研究の理論と技法」，文化書房博文社，pp.	95–115
42.　	戦後日本の親子関係，1999，目黒依子・渡辺秀樹編「講座社会学2　家族」，東京大学出版会，pp.	

89–117
43.　	発達社会学から見た親子関係，2000，藤崎宏子編，「親と子―交錯するライフコース」，ミネルヴァ

書房，pp.	42–58
44.　家族的経験の変容と人間形成，2000，調査報告　現代日本人の生き方，上広倫理財団，pp.	39–61
45.　	結婚市場の変容，2000，盛山和夫編「日本の階層システム4　ジェンダー・市場・家族」東京大学

出版会，志田基予師・盛山和夫との共著，pp.	89–117
46.　	transformation	of	family	norms;	parent＇s	expectations	of	their	children＇s	family	life	style，2001，

Myers-Walls,	J.	A.	&	P.	Somlai	（eds.）	＂Families as Educators for Global Citizenship＂,	Ashgate	
Publishing	Ltd.，pp.	81–90

47.　NFR98の思想，2001，家族と職業，日本家族社会学会全国家族調査研究会，pp.	79–88
48.　	家族と出会う，2003，宮島喬・島薗進編，現代日本人の生のゆくえ―つながりと自律，藤原書店，

pp.	187–228
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49.　社会学からみる父親・家族，2004，『助産学講座3　母性の心理・社会』，医学書院，pp.	89–119
50.　変容する家族と教育機能，2004，『助産学講座3　母性の心理・社会学』，医学書院，pp.	121–133
51.　学校と家族，2004，清水浩昭ほか編『家族革命』，東京・弘文堂，pp.	158–166
52.　	書評セッション：『現代家族の構造と変容： 全国家族調査［NFRJ98］による計量分析』・特集に寄

せて，2005，家族社会学研究，17巻1号，pp.	7–9
53.　	現代日本のパートナーシップ，2005，柴田編『恋の研究』，東京・慶應義塾大学出版会，pp.	305–

323
54.　親の教育力は低下したのか，2006，教育と医学，54巻9号，pp.	38–46
55.　	戦後日本の親子関係，2006，広田照幸監修　『リーデイングス　日本の教育と社会3　子育て・し

つけ』（アンソロジー／再録），日本図書センター，pp.	342–364
56.　『地方都市』再訪序説，2007，『社会学の響宴　II　逍遥する記憶』，三和書籍，pp.	437–467
57.　家庭の教育力を支える社会，2007，社会教育，62巻12号，pp.	8–12
58.　	IT型コミュニケーションと拡散的核家族―情報化と家族の変化のなかの社会化，2008，『多文化多

世代交差世界における市民意識の形成』，慶應義塾大学出版会，pp.	97–112
59.　家族意識の多様性，2008，社会学年誌，49号，早稲田社会学会，pp.	39–54
60.　	糸魚川押上百霊廟の考察―銅板碑文ほか，2008，糸魚川郷土研究，3号，糸魚川郷土研究会，pp.	

129–135
61.　	社会的役割，2009，『新・社会福祉士要請講座	3	社会理論と社会システム』，中央法規，pp.	133–

145

（論文（総括・レビュー））
62.　第2期解説，2009，戦後家族社会学文献選集　解説・解題，日本図書センター，pp.	109–120
63.　	社会調査に見る子ども観の変遷，2011，「哲学」： 慶應義塾150年記念論文集＜自省する知： 人文・

社会科学のアクチュアリテイ＞，127巻，三田哲学会，pp.	257–277
64.　	社会調査に見る子ども観の変遷，2011，慶應義塾大学三田哲学会編，『自省する知』，慶應義塾大

学出版会，pp.	257–277（上記64の再録）
65.　	老川家族社会学の形成過程とその特徴，2011，家族研究年報，36巻，家族問題研究学会，池岡義

孝・木戸功と共著，pp.	121–139
66.　	変容する男性の子ども観，2012，『揺らぐ男性のジェンダー意識； 仕事・家族・介護』，新曜社，

pp.	72–87
67.　	戦後家族の希望と，そのゆくえ，2013，山岸健ほか編『希望の社会学』，東京，三和書籍，pp.	99–

113
68.　	多様性の時代と家族社会学―多様性をめぐる概念の再検討―，2013，家族社会学研究，25巻1号，

日本家族社会学会編，pp.	7–16
69.　家族意識の変化と少子化，2007，人口減・少子化社会の未来，明石書店，pp.	215–241
70.　家族意識の変化と少子化（69の韓国語翻訳），2008，人口減・少子化社会の未来，韓国，ソウル
71.　	現代家族のありかたと子どもの“じりつ”，2011，子どもロジー，15巻，北海道子ども学会，pp.	

4–13
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（学会発表）
 1.　発達的課題の社会学的再構成，1974，日本教育社会学会第6回大会
 2.　階層と価値志向　「職業と人間」調査の分析，1981，日本社会学会第54回大会
 3.　職業的諸条件と心理的機能，1982，日本社会学会第55回大会，直井優・平田周一との共同発表
 4.　家族研究への役割理論の適用とその限界，1983，第6回家族社会学セミナー
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