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高 校 に お け る 排 除 と 包 摂

教 育 困 難 校 と 通 信 制 高 校 の 実 態
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1　は じ め に

　文部科学省 の 調査 によれ ば高校 中退 は減少

傾 向にあ るとされ てい るが、在籍校 を辞 め る

生徒 の 割合は 学年ご とに見て い くと文部科学

省に よ る数値よ りはる か に多く、多 くの 課題

が残 され て い る （酒井 ・林 2012 ）。そ し て 、

こ うした現状 に対 処す るた め に、内 閣府 は

2012 年 6 月 、「若者雇用戦略」 にお い て 、「高

校中退者や不登校経験者等 が多 く在籍 し て い

る 高校 （特に 定時制 ・通信制課程）で の ス ク

ー
ル カ ウン セ ラ

ーや ス ク ー
ル ソー

シ ャ ル ワ
ー

カ ー等 の 専門家の 配置 を推 進」 した 。

　以上 を踏まえ、本報告 で は最初に高校教育

か らの 排 除 の現状 と し て 全 国 の 高校中退 の 状

況 を在籍者減少率 の 把握 に 基 づ い て検討する。

続 い て 、A 県 の 教育困難校 6 校に お い て 中途

で 退 学す る 生徒 （現場で は 「進路変更 」 と 呼

ばれ る）の 実態に つ い て 報告する。教育困難

校 とは 、入試偏差値が低 く、中途で退学す る

生徒の 多い 学校 を意味する 。 また、問題 に対

処す べ く上記 の学校に 配置 され た ス クール ソ

ー
シ ャ ル ワ

ー
カ
ー

の 働 きで 生徒が包摂され て

い く過程やそ の状況 に つ い て も報告す る。最

後に 、教育困難校か ら進路変更先 と して 選択

され る こ との 多い 通信制高校 で 起 きて い る排

除の 実態につ い て 報告す る 。

　なお 、本報告で の 排 除 の 概念 は、酒 井 （2012）

を参照 され た い 。教育か らの 排 除 とは 、問題

を社会 的排除 の 観点か ら捉えた場合の 命名で

あ り、公教育制度の 機能不全 に よ り、そ こ か

ら閉 め 出 され 、そ の 後 の 進 路や 労働 か らの 排

除を累進的に招くとい う点で重大 な問題 だ と

捉える。　　　　　　　　　　　　　 （堀 下 ）

2　在籍者減少 率の 全国的把握

　全国 か らい くっ か の 県を抽出 し、在籍校 を

辞 めた生徒 の 全 国的な把握を試みた。こ の 推

計 に あ た っ て は 、各 都道府 県 教 育委 員会 の

HP 上 に公開 され て い る学校別 ・課程別在籍

者数デー
タ （各年 5 月 1 日 時点 ）を使用 した。

酒井 ・林 （2012）が東京都の動向を分析 し た

際に用 い た手 法を踏襲 し、こ れ らの デー
タか

ら  「平成 19 年 度の 高校 1 年 生徒数
一

平成

21 年度の 高校 3 年生徒数」を行 うこ とで在籍

者減少数を算出し、  「在籍者減少数 ÷ 平成

19 年度 の 高校 1 年生徒数」か ら在籍者減少率

の 推計を行 っ た。なお 、こ の 手法 には い くつ

か の 留意点が存在す る ため、推計値 は あ くま

で 最低値で あ り、高校中退 の 傾 向を とらえる

もの と し て使用する。

　なお 、デー
タを公 開 し て い る都道府県が限

られ て い た こ と、また地域的な バ ラ ン ス を考

慮 し、東京都に 6 都道府県 （宮城 、山梨 、京

都 、高知 、鳥 取 、 福 岡）を加 えた計 7都道府

県 で 分析 を行 っ た 。

　推 計 の 結果、公立 の 全 日制高校 の 在籍者減

少率は 7 都道府県全て にお い て 4％ を超 え て

お り、高い 県で は 6％や 8％ とな っ た （図 1 ）。

地域差はあ るも の の 、在籍者 減少 率 は 決 し て

低 い 数値で はな く、在籍校 を何 らか の 理 由で

辞 めた生徒が数多 く存在す る こ とは 全国的な

傾 向 で あ る こ とが認 め られ た 。

図 17 都道府県の 公 立全 日制高
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また公 立 全 日制 の 普通科高校に つ い て学校 ご

とに入試偏差値別 （55 以上、45〜54、44 以
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下）に分 けて集計 した と こ ろ、入試偏差値が

下が るほ ど在籍者減少率が増加する傾向が見

られ た。入 試偏差値 55 以上 で は在籍者減少

率が 1％台の 県も存在する の に対 して 、44 以

下 にお い て は 10％ を超 え る県 も出 て く るな

ど、入試 偏差値 と在籍者減少率 の相関関係 に

つ い て も全 国的な傾向である と考え られ る。

　同時 に 定 時制高校 につ い て も同様 の 分析を

行 っ た 。そもそ も高校数や 生徒数が 少 な い こ

と に は 注意が必要だ が、7 都道府 県 中 3 県 が

在籍者減少 率 30％ を 超 え て い る こ とが 明 ら

か にな っ た 。 また通信制 高校は極め て 高校数

が少な く、在籍者 の 学年 が公開 され て い ない

など制限が多い 。通信制高校 の 特徴 も考慮す

る必要 が あ るが、作業が可能な都道府県で は

在籍者減少 率が 30％を超え て い た。

　 こ れ らの 作業 ・分析 か ら高校在籍者の 減少

が全 国的に生 じて い る こ と、ま た 入試偏差値

や高校の タイ プ に よっ て 在籍者減少率に は違

い が ある こ とが確認で きた 。　　　　 （林 ）

3　教育困難校にお ける排除

  　 「進路変更」 （中途退学）の実態

　A 県 の 高等学校の 中で 、入 試偏 差値 が 低 く、

生徒指導が 困難で 中途で 退学す る者の 多 い 点

で 教 育困難校 と呼び うる公 立全 日制普通 科 A
〜F の 6 校 を取 り上 げ、中途退 学の 状況 に つ

い て担任教員に対 し調査を行 っ た。なお 、教

員は通常こ の 問題 を 「進路変更 」と呼ぶ た め 、

こ こ で は 「進路変更」の言葉を用い る。 また、

今 回報告す るデータ の
一

部は 昨年度 の 日本教

育社会学会にお い て 報告 し た が、今年度は さ

らに 詳 しく分析 し報告す る。

　調査方法 は 2009 年 度に 6 校に お い て 「進

路変更」 した 110名 にっ い て 、各生徒の 担任

教員 に対 し ア ン ケー トを配布 し 、
「進 路変更 」

の
一番大きな理 由 と思 われ る もの 、各生徒の

家族 の 特徴、「進路変更」後の 様 子 を中心 にた

ずね た。

　そ の 結果 、「進路変更」 は意欲不足 、っ ま り

生徒 自身に 問題があ ると思 っ て い る教員が多

い こ と、ひ とり親家庭や実 の 両親 と暮 ら し て

い な い 生徒 が 多い こ と、生徒 の 状況 を把握 し

て い な い 教員 が 多い こ とが明らか とな っ た。

　 こ こ で 筆者が注 目 した い の は 、意欲不 足を

指摘 される 生徒は意欲 を だ せ な い 事情が背景

に あ る 可能性が ある とい うこ とで あ る。そ こ

で 、意欲不足 を指摘 された生徒に注 目 して 、

家庭 の 状況や経済的状況を分析 し た と こ ろ、

生徒 の 状 況 が わ か らない 場合や生徒 の 家庭が

ひ と り親家庭や経済的困難を抱え る場合が 多

い こ とが明 らか になっ た。

　教員が生徒個 々 の 社 会背景 に配慮す る こ と

なく、「進路変更」の 理 由を意欲不 足 とと らえ

る状況 は 、学校教育か らの排除を促 進 して し

ま う リス クを帯び て い る。

  ス ク
ー

ル ソ
ー

シ ャ ル ワーカ ー
の 仕事よ り

　 こ の リス クを克 服す る た め に 注 目され て い

る の が ス ク
ー

ル ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

カ
ー （以下 、

SSWer とす る）で あ る。　 SSWer は 、学校で

解決 で きない よ うな家庭の 問題な どを外部機

関 と連携 す るなど して サポー トす る役割、つ

ま り、学校か ら排 除 され そ うな 生 徒を 包摂す

る役割を期待 され て い る。

　筆者は以上 6 校 の うち の 2 校 で SSWer を

して 1 年半となるが、SSWer に も包摂へ 導 く

こ とが できない 壁、単位制制度が ある 。 生 徒

たち は 遅刻 早退や不登校状態に よ り、自動的

に欠課時数が単位制の卒業要件 で ある必 要最

低時数を超 え必履修単位を修 得す る こ とが で

きない ケ ース が多 い 。単位制は、卒業す るの

に必要 な単位数 を修得 しない 場合 、 原級 留め

置 き とし て進級で きず、年下の 生徒 と
一緒に

授業を受 け直す こ と となる。原級に 留め置 く

こ と で 高校教育に包摂 して い るか の よ うに も

見 え る が 、年下 の 生徒 と授業を受 け る こ とを

拒み 中途退学 し て い く生徒が 多い こ と か ら、

原級留置とい うし くみ は生徒を高校 教育か ら

排除す る シ ス テ ム と もい え よ う。

　 と こ ろで、保 坂 ・堀下
・土岐 （2011）が 報

告 した よ うに、あ る高校に 進学 し た者が そ の

学校 を辞め る場合 、
2 つ の パ ター

ン が あ り得

る。ひ とつ は、そ の 学校 を辞 めて他の 学校に

転学す る場合で あ り、も うひ とつ は他 の 学校

には行 かずに働 くな ど学校か ら離れ る場合 で

ある。SSWer は、後者の 中で も先 の見通 しが

な い まま学校をやめ るだけの場合、多 くは公

の相談機関な どの 外部機関 へ つ なぐ。在籍校

か ら排除す る
一

方で社会 とい う枠 に は 包 摂 し

て い る と い え る。

　上記 1 つ 目の パ ターン の よ うに高校 とい う

枠か ら排除する こ とを避 け他校 へ つ な ぐケ
ー
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ス が ある 。 多くの 教員 は 生徒が不登校などを

理 由に単位制の枠か らこ ぼれ 落ちか け る と、

他校 へ の 転学を視野 に 入れ始め る。教育困難

校か らの 転学先と して 、全 日 制普通科高校よ

りも授業時間数 の 少 な い 定時制高校や通信制

高校が 挙 げられる。SSWer は 、転学す る決心

が つ くま で 時間をか けて 生徒に 対応 し、他機

関へつ な ぐ役割を担 うこ とがある。
一
般的に、

定時制高校や通信制 高校は、全 日制高校 と比

較す ると通 い やす く、高校卒業資格を と る手

段 と し て 有効 で あ る と考 え られ て い る た め で

あ る。
こ の 転学 の し くみは、在籍校か らは排

除す るもの の 、高校教育と い う枠には包摂 し

て い る か の よ うに み え る。　　　　 （堀 下）

4　通信制高校にお ける排除

　3 で 述 べ た とお り、全 日制高校にお い て在

籍 の 継続が困難 となっ た 生徒は、定時制 、通

信制 高校 へ 転学する場合が ある。しか し、土

岐 ・保坂（2012）にお け る報告 の 通 り、通信制

高校の卒業率は、高校によ り大 きく異な る。

そ こ で 、他 の 高校へ 通 うこ とが難 しい 生徒 の

「最後 の 砦 」 ともい われ 、 筆者が参与観察お

よ び ア ン ケ
ー

ト調査 を行 っ て い る、A 県立通

信制 G 高校 の 現状 と、生徒 の 卒業が 困難 にな

っ て い る原因に つ い て 報告す る。

  A 県立通信制 G 高校 の 概要

　A 県立 通信制 G 高校 は 、 単位制、無学年制

の 通信制高校である。生徒数 は 2000名程度。
レ ポー

ト課題 の 提 出 と、年に 18 回 の ス クー

リ ン グ（い わ ゆ る 授業）に 出席 し た 上 で 、期 末

試験 で定 め られ た得点を取る こ とで、単位 を

得 る こ とが で き る。最終的 には 、 必修科 目を

全 て履修、74 単位以 上修得 、高等学校 に 3 年

以上在籍、等 の 条件を満 たす こ とで卒業資格

を 得 る こ と が で き る 。

  G 高校にお け る卒業の難 しさ

　G 高校 の 学校史 によれ ば、同校 に入学す る

生 徒の 主体は 、1980 年代初頭 ま で は、い わゆ

る経済 的に貧 しく、高校に進学で きなか っ た

人た ちだ っ た とい う。し か しそれ 以 降、全 日

制を受験 し た が 不合格 とな っ た者、中学校で

長期欠席 し て い た者 な ど、精神的あるい は身

体的な悩み を抱 えて い る 生徒が 増 え 始めた 。

こ うした 中学校、高校にお ける不適応 を背景

として 、入学 し て くる 生徒 の 存在は 、30 年近

く前 に 、 す で に問題化 して い た。とは い え、

かか る費用 の 少 な さか ら、G 高校に は経済的

に も厳 しい 状況 に あ る生 徒 も依然 と し て 多 い
。

経済的な厳 し さは、家庭 の 養育力 の 低 さとも

密接に絡ん で お り、そ の どち らもが、生徒 の

意欲や 学力 の 低 さを招 く要因 となっ て い る。

　十岐 ・保 坂（2012）は 、G 高校に お ける生徒

の 在籍数の 推移を 以 下 の よ うに 報告 し て い る 。

　G 高校にお い て は、200a 年に入 学 （転、

編入含む） した生徒約 700 名 の うち、3 年

後の 200a＋ 3 年ま で に卒業 した生徒 は約

230 名 （33％）4 年後の 200a ＋ 4 年 ま で に

卒業 し た 生徒 を含め て も、50 名 増の 約 280

名 （40％）で あ っ た。

G 高校におけ る卒業の難 しさの 背 景には、大

きく分ける と、学習指導上 の 課題 とシ ス テ ム

上 の 課題 の 二 点 が 存在す る 。 学習指導上 の 課

題 とは 、中学校 ま で の 学習内容が十分に習得

され て い な い 、G 高校 入 学ま で に 学習 上 の ブ

ラ ン クが あ い て い る等の 理 由か ら、授業理解

や レ ポ
ー

ト課題 の 作成、期末試験 の 合格 が 困

難 とい っ た こ とで あ る。通信制 高校 は、登校

日数が少 ない こ とか ら、 レ ポ
ー

ト課題や期未

試験 の 重要度が非 常に高 い 。また 、G 高校 の

場合 、 教科書の 内容 の 要約や 自分 で調 べ 、考

えた こ とを書かせ る 問題が多く、どの 生徒 に

対 して も、自ら考え文章を作るカが 求め られ

る 。 し か し、高校入学以前 に 、 こ うし た タ イ

プ の学習 をする機会は多くな い
。 そ の ため 、

こ れ らは 、通信制 高校に お い て 、か な り レ ベ

ル の 高 い 課題 とい う事が で きる。こ うした 、

生徒 の 学力や経験 と、課題 との ギ ャ ッ プ か ら、

生徒 に とっ て の 課題 達成は 困難 とな っ て い る 。

　次に、シ ス テ ム 上 の 課題 として は 、登校 日

数 の 少 な さが挙げ られ る。毎 日 学校 へ 通 うわ

け で は な い た め 、生徒が生活 の リズ ム を作 る

こ とが 難 しく、仕事 との 両立が困難 で あ っ た

り、慣れ な い レ ポ
ー

ト課題や知 らな い 人 ばか

りの ス ク
ー

リン グ に プ レ ッ シ ャ
ー

を感 じた り、

遊 び の誘惑に負けて しま うなどの 理 由か ら、
ス ク

ー
リ ン グ へ の 出席回数が足 らな くなっ た

り、日常的に自習をする習慣が つ かず、 レ ポ

ー
ト課題 を提出する こ とが で きない な どの 問

題 が 起 こ りやすい 。こ う した状況 があ る に も
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かか わ らず、G 高校で は 、入学 し た生 徒は 基

本的に 「大人扱 い 」 され 、「自学 自習」 の 姿勢

が強 く求 め られ る 。 そ の た め 、レ ポー ト課題

の 提出や ス ク
ー

リン グへの 出席 も自己責任に

任 され て お り、質問があれ ば、生徒が 自主的

に教員 の 元 へ 質問し に行 くこ とが必要で ある 。

　 また、G 高校に は 、他の 高校に お い て 学業

の 継続が困難 で あ っ た者が 、担任な ど に勧め

られる まま 、 学校に つ い て 良く吟味をせ ずに

入学 し て くるケ
ー

ス も、少 な か らずある とい

う。生徒が ある高校 を退学す る場合 に、他校

へ の 転学を選択すれ ば、文部科学省 の 統計 に

お け る中途退学に は 該当し な い。っ ま り、高

校 と し て は 、 生徒 を G 高校に転入 させ れば、

自校 の 中退率 が低 く抑 え られ るとい うメ リッ

トが あ る、こ うした理 由で 入 学 して きた、学

習意欲 も高 くない 生徒に と っ て は 、 G 高校 の

シ ス テ ム は非 常に高い ハ
ー ドル となる。学習

課題 の 困難 さか ら 、 継続す る意欲が失われ て

しま うとい っ た こ ともある。学習意欲の低い

生徒 の 中 に は 、友人 と会 うた めに学校 へ は 来

るが ス ク
ー

リ ン グ に は 出席 し ない と い うグル

ープもあ るとい う。

　 こ うし た生徒の 特徴 と学校か らの 要求 の ギ

ャ ッ プが、生徒 の 単位修得や卒業 を難 し くさ

せ て い る。

  ま とめ

　 他 の 高校 にお い て 学業の 継続が困難で あ っ

た生徒 とは、学習機会の 不足や 家庭 の 状況 を

は じ め とす る多様 な要因 か ら、学力や意欲に

関す る課題 を抱 える生徒で ある場合が多 い
。

生徒の 自己管理 を前提 と し て 、登校 日数を少

な く設定 し て お り、自律的 に学習 できる生徒

の み が卒業資格 を得 られ るとい う、現在 の G

高校は 、
こ う した 生 徒を受 け入 れ る 場 と して

は 、適切 とは言 い 難 い 。

　 と は い え、「G 高校を選択せ ざ る を得な い 」

とい う者 も存在する の が 現状 で あ る。80 年代

か ら指摘 される とお り、生徒 の 様子 が変わ り、

通信制高校が変化を求め られ て い る こ と も間

違い な い 。 こ れ らの 生徒を包摂 し 得 る、手厚

い 支援体制 の 確 立 が 求め られる。

　 また、
一

般に通信 制高校は 、入 学、卒業等

の データ が乏 し く 、 実態 がつ か め て い な い
。

定時制高校よ りも多くの 生徒を抱えなが ら、

多くの 生徒が辞 め て い か ざ る を得な い 状況 と

そ の 背 景 を明 らか にす る こ と も、喫緊の 課題

とい えるだ ろ う。　　　　　　　　 （土岐）

5　お わ りに

　高校 を中途 で 退 学す る者 は決 して少 な くな

い 。それ らの 者は今 日的 な状況 に お い て は、

杜会的排除 の 初期的な段階に あ る と言え、そ

の 後 に 累進的に労働や市民生活 の 様 々 な領域

か ら排除 され る リス クを負 っ て い る。

　本発表 で 明 らか にな っ た の は、学校内部の

指導や仕組み 、あ る い は 生徒 の 問題 に対す る

教 師 の 見方が 、結果的に彼 らを高校教育か ら

締め 出 し、排除する よ うに機能 して い る こ と

で あ る 。

　学校 内部 で は問題 に対応 し、彼 らを包 摂す

るよ うに手 立 て を講 じ て は い るが 、そ の 点 で

も様 々 な課題が見出され る 。

　今後 、教育困難校、通信制高校 、 定時制高

校な ど様 々 なタイ プ の 高校の 実態 を参 考に高

校教育の 在 り方 にっ い て さらに検討を進 め て

い きた い 。　　　　　　　　　　　 （堀下）

参考文献

酒井朗 ，
2012 ， 「社会的排除 ・包摂 の 観点か

　ら見 た 『学校に 行か な い 子 ども』問題 」 『日

　本教育社会学会大会発表要 旨集録』（64），

酒井朗 ・林 明子，2012
，

「後期近代に お ける

　高校中退 問題 の 実相 と課題
一 「学校に 行 か

　ない 子 ども」 問題 として の 分析一 『大妻女

　子 大 学 家 政 系 研 究 紀 要 』 ， 第 48 号 ，

　pp67
−78．

土岐玲奈 ・保坂亨 ，
2012， 「学習にブラ ン ク

の あ る生徒に対す る学習支援 の 現状 と課題

一
通信制高校 にお ける調 査か ら」『千葉大学

教育学部研 究紀要』，第 60 巻 ， pp191
−195．

内閣府 ，
2012， 「若者雇用 戦略 」 ，

内閣府ホ
ー

　ム ペ ージ http：〃www5 ．cao ．go．jp！jobcard／

siryouf20120621fsiryoul ．pdf＃page ＝ 1

　 （201219／8 ア ク セ ス ）．

保 坂亨 ・堀下歩美 ・土岐玲奈 ，2011 ，
「学校

　に 行か な い 子 ど も ： 『中等教育の 連続性 1

　非連続性』とい う観点か ら」『日本教育社会

　学会大会発表 要 旨集録』（63）， pp208
−211．

文 部科学省 ，
2009

，
『平成 21 年度児童生徒 の

　 問題行動等生徒指導上 の 諸問題 に関す る調

　 査』．

277
N 工工

一Eleotronio 　Library 　


