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トラ ッ キ ン グに よる校則 の 分化

　　一
服装規定 を事例 に 一

武井健
一 （早稲 田大学大学院）

1 ．問題の所在

　多く の 生徒 に とっ て 、自分 の 学校ある い は

自分が進学 しよ うと して い る学校が 、どの よ

うな校則 （生徒 心得）を規定 して い るの か は、

重大な関心事で あ るだ ろ う。また、校則 の 制

定や運 用が実質的に教師に委ね られて い る と

すれば、校則は 、 それ に基づ い て 生徒指導を

お こ な う教師に と っ て も重要な もの であ るは

ず で あ る．

　に もか か わ らず、こ れ まで の 教育社会学の

なか で 、校則 に つ い て論 じられる機 会は 、 決

し て 多くはなか っ た。少な くとも、生徒や教

師が抱 い て い る、校則 に っ い て の 関心 の 強 さ

に 見合 うだけ の 研究が 、こ れ ま で 十分に 重ね

られて きた とは言 い がた い 。そ こ で 本報告で

は 、校則 を実際 に収集 ・分析 する こ とに よ っ

て 、現在の 校則 の 実態 を、その
一

部で は ある

が明 らかにす る こ とに し た い 。

　一般 に 「校則」とい っ て も 、 そ の なか には 、

学校生活 に 関わ る もの （登 下校時刻な ど）か

ら、学校外 で の 生活 に関わ る もの （ア ル バ イ

トの 可否な ど）ま で 、さま ざまな規定が含 ま

れ て い る。そ こ で 本報告で は 、 校則に っ い て

の 研 究 を進 め る に あた っ て 、校則 の なか で も、

とくに 「服装 規 定」に着 目す る こ と に した い
。

　服装規定に 着 目する の は 、お もに つ ぎ の よ

うな理 由に よ る。まず、校則に含まれ る数 々

の 規定 の なか で も、服装規定は 、社会 の 流行

に敏感 な生徒が 、もっ とも強 い 関心 をもっ て

い る規定で ある と い え るだ ろ う。ま た、服装

規定は、ほ か の 規定に比 べ て 、学校間の相違

が明確 で あ る た め に 、各校 の 校則 を比 較す る

こ とを目的 とす る本報告 に と っ て、適切な分

析対象 とな っ て い る 。 さらに 、報告者は 、「ジ

ェ ン ダ
ー

と教育」 研 究に 関心 をもっ て お り 、

服装規 定が 、生 徒の ジ ェ ン ダー
に影響 を及ぼ

す要因とな りうる と考え て い る。言 うまで も

な く、各個人 の 服装 とジ ェ ン ダーは 密接 な関

連 をもつ か らで ある 。

　 と こ ろ で 、本報 告が主題 とす る の は 、 トラ

ッ キ ン グ に よる校則の 分化 で あ る 。 日本 の 高

校が偏差値に よ っ て序列化 され 、そ の こ とに

よ っ て 学校間で の トラ ッ キ ン グが 形成 され て

い る の は 周知 の 事実で ある。教育社会学に は

数多 くの トラ ッ キ ン グ研究が蓄積 されて い る

が、こ こ で は、 トラ ッ キ ン グ と生徒文化の 関

連に つ い て の 研 究か ら得 られた 知 見 、 す なわ

ち、 トラ ッ ク の 上位 一
下位に よ っ て 「向学校

的 一
反 （脱）学校的生 徒文化」 の 分化が生 じ

る とい う知 見に 注 目した い 。そ して 、校則に 、

「反 （脱）学校的生徒文化」 の 統制あ るい は

そ の 形成 の 阻 止 と い う目的 （あ る い は機能）

が ある とすれば、「反 （脱）学校的生徒文化」

が 主 流 とな っ て い る 下位 トラ ッ ク の 学校 ほ

ど、校則 を厳 し くする こ とで 生徒 の 統制 を図

ろ うとす る 、 とい う仮説 を考え る こ とがで き

る。 こ の よ うに 、 トラ ッ キ ン グが 、生徒文 化

だ け で な く 、 校則 に つ い て も分化 を生 じ させ

る機 能をもっ て い る の か を検証する こ とが 、

本報告で の 課題で あ る。

2 ．分析対 象

　本報告 で 分析対象 とす る の は 、東京都立 の

高等学校 189校 と、神奈川 県内の 公 立 （神 奈

川県立 ・横浜市立 ・川崎市立 ・横須賀市立）

高等学校 180校の 服装規定で ある （両都県 と

も定時制の 高等学校 を除 く。また、東京都の

島嶼部 の 学校 と、2000 年度 にお い て 入 学者

の 募集 を停止 し て い る学校 を除 く）。

　各校の 校則 （服装規定） は 、 各地方 自治体

が制定 して い る情報公 開条例に 基 づ き、教育

委員会に対 して情報公 開請求 をお こ な う こ と

で 入手 した （東京都 ・横浜 市 ・横須賀市の 各

教育委員会か らは 、行 政 サ
ービ ス の

一
環 とい

う位 置づ け で資料 が提供 され た ）。 具体 的に

は 、 各校 で生徒に配布 されて い る生 徒手 帳の

なかか ら、校則 （服装規定）に関す る部分の

コ ピーを依頼 し た 。
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3 ．分析方法

　まず 、分析 対象校 を、偏差値に よ っ て 4 つ

の ラ ン クに分 けた （各校 の 偏 差値 に つ い て は、

『首都 圏高校 受験案内
“Ol 年度用』 （晶文社

出版） に記載 された もの を用 い た）。

　また 、服装規定に つ い て は 、こ れ を 「制服

に つ い て の 規定」 「髪型に つ い て の 規定」 「ア

ク セサ リー ・化粧に つ い て の 規定」 の 3 つ に

区分 し、それ ぞれ の 規定に っ い て 、そ の 「自

由度」 の 高低 に基づ い た ラ ン
’
ク分 けをお こ な

っ た （「制服 」 は 4 ラ ン ク 、 「髪型 」 は 3 ラ

ン ク、「アク セ サ リ
ー ・化 粧 」 は 2 ラ ン ク）。

　以 上 の よ うな ラ ン ク分 け をお こ な っ た あ

と、各校 の偏差値 と服装規定の相 関関係 を明

らか にす るた め に ク ロ ス 分析 をお こ ない 、相

関係数 を算出 した 。

4 ．翰析結果

偏差値ラ ン ク と制服 自由度 の 相関 （東京 都）

制 服 自 由 度

皿　 　 　 　 　 　 1皿

　左 下の 表 は、分析結果の
一

部を示 した もの

で あ る。 こ れ をみ る と、東京都 と神奈川県 と

も に 、 偏差 値 ラ ン クが 高 い 学校 、 すなわ ち 上

位 トラ ッ ク の 学校ほ ど制服に つ い て の 自由度

が 高い とい う相 関関係 を、ある程度 に おい て

見 い だす こ とが で きる 。 なお 、こ の よ うな相

関は 、 偏 差値ラ ン ク と髪型 あ るい は化粧 ・ア

ク セ サ リーに つ い て の 規定の 関係 に おい て

も、同様 に み られ る 。 こ の こ とか ら、上位 ト

ラ ッ ク の 学校ほ ど服装規定が緩やか で あ る こ

とが わか る 。 ま た、東京都 と神奈川県 を比 較

す る と、東 京都 の ほ うが制服 自由度が 高 い こ

と も明 らか にな っ た 。
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（注）表中の 数字 の 単位 は ％

　 　偏 差 値 ラ ン ク は 偏差値が 高い 順に IHmV

　　制 服 自 由度 i ： 私 服通学 が 認 め られ る もの

　 　 　 　 　 　 il： 制 服 の 着 用 義 務 以 外 に は 服 装

　 　 　 　　 　 　 　につ い て の 規定がない もの

　 　 　 　　 　 丗 ： 制服 以 外 の 服装 （セ
ー

タ
ーな

　 　 　 　　 　 　 　ど） につ い て 規定 が あ る もの

　 　 　 　 　 　 iv：制 服 以 外 の 服 装 に つ い て の 規

　 　 　 　　 　 　 定が厳 しい もの

5 ．考察

　分析結果が示 して い る の は 、高校の偏差値

と、服装規定 の なかで認 め られ た 自由度 の 問

に 相 関関係 が ある こ と、すなわ ち、 トラ ッ キ

ン グ に よ っ て 校則 （服装規定）が分化 し て い

る とい うこ とで あ る。冒頭で 提示 した 「下位

トラ ッ ク の 学校ほ ど校則が厳 しい 」 とい う仮

説が 、服装規定に っ い て は 立証 され た とい え

る 。 少 な くとも校則の うえ で は、上 位 トラ ッ

ク の 生徒が比 較的 自由な服装 を許 され て い る

の に対 し 、下位 トラ ッ ク の 生徒 は、周囲の 生

徒 と画
一的な服装 をす る こ とを強 い られ て い

る の で ある。 こ の こ とは 、，「服 装 の 乱 れ が 生

活全般の 乱れに つ なが る 」とい う考え方が （実

際に こ の よ うな記述の ある校則 も存在す る）、

「反 （脱）学校的生徒文 化」 が優勢な 下位 ト

ラ ッ クの 学校ほ ど強 い こ とを示 す もの とい え

るだ ろ う。

　そ して 、生 徒の 服装が 、かれ らの 支持す る

「か っ こ よ さ／かわ い さ」 （男性性／女性性）

を表現 する手段で ある とすれ ば、校則 （服 装

規定）は 、生 徒 の ジ ェ ン ダー
を規 定す るも の

と して認識 され る こ とにな る。上位 トラ ッ ク

の 生 徒は 、学校で の 服装 に つ い て 多様 な選択

肢を もつ こ とで 、みずか らの 支持す る 「か っ

こ よ さ／か わ い さ」 を、学校 の な か で 表現す

る 自由も同 時に も っ て い る 。 こ れ に対 して 下

位 トラ ッ ク の 生徒は、制 服 に つ い て多くの 制

約を受ける こ とで 、学校 （教師）に とっ て望

ま し い 男性性／女性性 を身に つ け る よ うに統

制 されて い る の で ある 。
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