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　編集部 よ り書評を依頼 された の は ， 門

脇厚司氏 を中心 と して 1983年に 発足 した

「高校問題研究会」の メ ン バ ー
に よ る共．

同研究の 成果 2冊で あ る。 当研究会は ，

神奈川県 の 新設高棟の 継続調査を初期の

目的と して 設立 され た 。
い わ ゆ る 「神奈

川方式」 と呼ば れ る選抜方式 ，
つ ま り学

習成績 （内申）が 50％ ， 2年時の 学習検査

（ア チ
ーブ メ ン ト ・ テ ス ト）が 20％ ， そ し

て 学力検査 （入試）が 30％ とい う中学校

在籍 中に 既に 選抜 の 70％ まで が 決 ま っ て

しま う選抜方式の もとで ，新設高校 へ 入

学 し て くる生徒は どん な特性を有 して い

るの か ， 彼 らは 3 年間の 高校教育に よ っ

て ど の よ うに変容す る の か ， また新設高

校は高校階層構造 に どの よ うに位置づ け

られて い くの か ，そ して こ の階層構造 上

の 位置づ けは ， 以後入学 して くる生 徒の

質をど の よ うに して 固定 して い くの か ，

さ らに また こ の 過程 の 中で 教師集団 は授

業や生徒指導の 仕方 を ど の よ うに 変容 さ

せ て い くの か， な どの 問題 を設定 して 4

年間に わた っ て 継続調 査を行 っ た 。 そ の

成果を ま とめ た もの が 『高校教育 の 社会

学』で あ り， その 中で は高校階層構造秩

序内で は 最底辺 に 位置づ け られ る新設校

や 工 業高校な ど ， 受験偏重の 教育 ， 高校

間格差の 固定化，不本意入学者の 増加，

無気力化や 怠学の 昂進 ， 中途 退学者の 増

加 とい っ た現代の 日本の 高校教育が 抱え

る問題が集約 して 存在す る い わ ゆ る 「教

育困難校」を フ ィ
ール ドと して ，教育の

場 を支配 して い る 「見 え ざ る メ カ ニ ズ

ム 」，
っ ま り ， 生徒の 勉学意欲を減退 させ

る見え ざるメ カ ニ ズ ム
， 教師の 熱意や努

力を徒労に 終わ らさせ る見 え ざる メ カ ニ

ズ ム
， 知 らず知 らず生徒 へ の指導を強化

さ せ て い く見え ざ る メ カ ニ ズ ム ，そ して

教師 と生徒た ちを して と もに学校で さ ほ

ど苦痛を感ず る こ とな く時間をや り過 ご

させ る見え ざ る メ カ ニ ズ ム
， などを顕在

化 させ る こ とが試 み られて い る 。

　 た とえば ， あ る新設高校 で は ， 教 師の

生徒認 識 と生徒の 教師認 識 と の ず れ と，

前年度の 生徒実態 に 合わせ て修 正 ・計画

さ れ る対処的 ・予防的な 教育指導 とか

ら， 入学 して くる新入生は ， 年々 そ の 学

力 も向学校的傾向も高ま っ て い るに もか

か わ らず， ど の 年度 も 2 年次 に な る と教

師や学校に 対す る評価が悪 化 し， しか も

一
定の 数値付近 に 収束す るとい う 「悪評

価 の 収束現象」の 発見や ， 高校階層構造

上低位 に ラ ン ク され る高校に 「輪切 り選

抜」で 配分 さ れ た 「同質的な」生徒た ち

は ， 互 い を 「鏡 に 映 っ た 自己像」 と して
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マ イ ナ ス （負）の 評価を し合い ， それ に

よ っ て 自己を も悪 く評価す る循環 プ ロ セ

ス の 中で 自信 ， 自尊心 ， 意欲をますます

低下 させ て い くとい う 「相互悪評効果」

の 指摘な どは ， 「見え ざ るメ カ ニ ズ ム 」の

顕在化の 試み の 一例とい え る。 したが っ

て ， 本書は ， 日本の 教育社会学研究の 伝

統の 中で比 較的手薄だ と考 え られて きた

「学校効果研究」と くに 学校内の 「プ ロ セ

ス」 や 「ス ル
ー ・プ ッ ト」 の解明 を試み

た著作 と して 評価で きる
。

　 さ らに ， 神奈川県の 新設高校等 をフ ィ

ー
ル ドや ケ

ー
ス と して 継続調査 を推 し進

め るなか で ， 個々 の 「組織」 と して の 高

等学校が抱え る問題 を的確 に把握 し， 問

題の 発生 して きた経緯や ， その 根源を問

うた め に は ，
1948 （昭和23）年 4 月に 発

足 して 40年 （研究会発足時）を経た 「制

度」 と して の 新制高等学校が ，時代の 変

化 とともに そ の姿 や中身を変えて 来た過

程を しっ か りと把握する必要性 を感 じた

編者 らが書 き著 した の が 『高等学校の 社

会史』で ある 。 1948年 に ス タ
ー

トした新

制高等学校 は ， 後期中等教育の 単
一 ・一

元化 （総合制 ・ 男女共学），教育機会の 均

等化 （定時制 ・ 学区制），そ して 希望者全

員入学を基本的理 念 と して その 歩み を始

め、こ の 40年間 に学校数は 1．5倍に ， 生徒

数 は 4，5倍 に 増加 し， 進i学率 も43％ か ら

94％ へ と上昇 した 。 そ の 意味で ，当初の

理念 の い くっ か は現実化 して い る 。 しか

し同時 に い くっ か の 深 刻な問題 を生み 出

して い る こ と も事実で あ る 。 高等学校の

序列化 ， 不本意入学生や 中退者の 急増 ，

勉学意欲 の 減退，生活指導 や校則の 強化

とい っ た 管理 教育 の跋盧 ， 教師
一

生徒関

　　　　　　　　　　　　　 書　　評

係 の希薄化や 疎遠化，高校教育の 目標 ・

理 念の 拡散， 公認 され ざ る教授法の蔓延

な ど ， 現在の 高校教育の 抱え る問題 は尽

きない 。 経済発展を達成す るた め に， よ

り教育水準の 高い国民教育を追求す るプ

ル 要因 と して の 国や行政側の 動きと， よ

り安定 した生活を我が子 に保証 して あげ

る ため に
一

層上級の 教育 を求 めた プ ッ シ

ュ 要因 と して の 国民の 教育要求 との相乗

効果と して ，今日， 高等学校教育は事実

上義務教育化 して い る。
そ れ ぞれ の 要求

は正当な要求で あ り，な ん ら非難され る

べ き点 は な い に もか か わ らず，結果 と し

て 現在の 高校教育 は多 くの矛盾や問題を

抱え て い る 。 筆者 らに よ ると ， そ れは 40

年間 とい う短時日で 急速に高校教育が量

的拡大を遂げた結果 もた らされた質的な

変化，
っ ま り 「制度の 予期せ ぬ 帰結」で

あ る。 新制高校 の 理 念が 形 骸化 す る過

程，量的な拡大が もた らす高校教育の 質

的な変化 ， 定時制高校の 劇的な変質， 入

学試験制度の 変遷，変容す る教師 と生徒

の 意識 そ して 高校を 見 る社会的視線の

変容な ど ， 本書 は ， 従来か らあ っ た特定

の 高校 の 歴史 （ラ イ フ ・ ヒ ス ト リ
ー） で

は な く， 制度 と して の 新制高等学校の 歴

史 を 描 こ う とす る立 場 が 堅持 され て お

り， まさ しく 「制度の 歴史と して の 社会

史」　（P．Abraham ，
　 Historical　 Sociolo−

gy） と呼ぶ に ふ さわ しい 著作 とい え る。

　両書 と も， 「見え ざ る メ カ ニ ズム 」 と

「制度 の 予期 せ ぬ 帰結」を顕在化 しよ う

と試み て お り ， 「暴露 の 学問」と して の 社

会学の 面目躍如 た る著作 に仕上が っ て い

る 。 しか しな が ら，それ ぞれ 8 名 （「高校

教育の 社会学』） と 7 名 （「高等学校の 社
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会史』） とい う多数 の 著者 が 執筆 して い

るの で，個 々全て の 論文 に っ い て 詳細 な

批評 を加 え る こ とは評者の 能力を越え る

課題 で もある し，また紙数 も限 られて い

るの で ， それぞ れの 論文の 吟味 は読者諸

兄に委ね る こ と と して ， 参考 まで に以下

に そ れぞ れ の構成を記す に止 め ， 書評 と

い う課題 か らは逸 脱 す るか も しれ な い

が ， こ の 2書を 「資料」 と して ，評者 な

りに 新制高等学校の 40年間を分析す る た

め の 視点を試 （私）見 と して 提起 しなが

ら， 両書を読み 解 い て み た い 。

『高校教育の 社会学』

第 1章　高校教育 の 現状 と問題

第 2章　高校教育現場の 実態 と問題点

第 3章　高校階層構造形成の 社会的基

　 　 　 盤

第 4 章　高校格差 と大学進学 規定の 構

　 　　　造

第 5 章　教師一生徒関係固定化の メ カ

　 　 　 　 ニ ズ ム

第 6章　高校に おけ る相互 悪評効果

第 7章　非進学校教師の 教育行為

第 8章 非進学高校生 徒の 勉 学意欲 と

　 　　　教育効果

結 章 高校教育再生 の ため の 三 っ の

　 　　　提案

『高等学校の 社会史』

第 1章　新制高等学校 の 理念 と実際

第 2章　高等学校の 量 的拡大 と質的変

　　　 化

第 3 章　定時制高校 の 変容 と現状

第 4 章　高校入試制度の 変遷 と問題点

第 5 章　高校教師の 質的変化
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第 6章　高校生に み る在校意識 の 変質

第 7章　高等学校を み る社会的視線の

　　　 変容

　 　 　 　 　 　 　 　 H

　その 視点 とは ， 新制高等学校 の 歴史を

著者達 が 指摘 して い る よ うに ， 新た な

「社会制度」の 成立の 過程，すな わ ち高等

学校教育の 「制度化」 の 過程 と して 理解

す る視点 で あ る 。
バ ー ガ ー夫妻に よ れ

ば ， 「制度」 に は 1）外在性 ，
2）客観性

（自明性）， 3）強制力 ， 4）道徳的権威 ，

5）史実性が 特徴と して 備わ っ て い る と

い う （「バ ーガー
社会学』）。 戦後の 半世紀

の 間に ， 日本の 新制高等学校は ， 我々 一

人一人が 好む と好ま ざるに か か わ らずい

た る と こ ろ に 存在 す る よ う に な っ た

（5500校以 上 （1992年現在））。 ま た ， そ れ

は中学校で もな ければ ， 大学 で もな い
。

我々 が太陽 を太陽以 外に呼 び よ うがな い

よ うに，高等学校 は高等学校 と しか呼 べ

な い
。 義務教育 で は な い に もか か わ ら

ず ， 100人 の 中学校卒業者 の うち96人 ま

で が高等学校 へ 進学 し （1992年）， 進学 し

な い 者は社会的，経済的 に 不利益 を被る

だ けで な く，同級生よ り も
一

足早 く社会

人 と して
一

所懸 命 その 責を果 た して い る

に もか かわ らず ， 高校へ 進学 しなか っ た

こ とで 自らを恥 じ， 時に は罪悪 感 を抱 く

こ とす らあ る。 そ して ，過 半の 日本人が

生 まれ る以前か ら高等学校 は 存在 し， 21

世紀 に入 っ て も高等学校 はず っ と存在 し

続 け るで あろ う。

　 しか し， 戦後新 たに 蛋 まれ た新制高等

学校 と い う 「制度」 は， ま っ た くの 白紙

の 状態か ら成立 して きた の で は な か っ
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た 。 筆者 らも指摘する よ うに ， 普通教育

を大学進学の た め の 教育 と同
一

視 し， 専

門教育よ り も
一

段と上位に み る中等教育

観 と，教員の 供給 の ほ とん どを 「教養人」

と して の 旧制中等学校教員か らの 移籍 に

頼 る とい う状況の 中で 生み 出された の で

あ る。 い わ ば ， 新制高等学校 は ， 高等教

育進学準備機関 と して の 戦前の 旧制中学

校 ・高校の 「遺伝 子」を 「刷 り込 まれ た 」

状態で 誕生 したの で あ る （A ．L．　Stinch−

combe ）。 したが っ て ， 制度を取 り巻 く

様々 な環境が こ の 半世紀の 間に 大 き く変

化 して い る に もかか わ らず （もっ と も顕

著な環境の 変化 は進学率の 上昇で あ る），

制度 と して の 新制高等学校 に は発足 当時

の様 々 な構造が イ ン プ リ ン トさ れ て 残存

して い る 。 こ こ に現在の 日本の 高等学校

（教育）が抱え る諸問題の 根 が存在 する 。

　 た とえば ， 旧制中学 ・高校の 伝統 を受

け継い で 高校生 に は大学進学 とい う文化

目標が一様に強調 され ， 高校に は大学進

学準備機関 と して の 制度 的役割 が 「チ ャ

ーター
」 と して 付与 され る

一
方で

， 実際

の 大学進学機会が平等 に全 て の 生徒，全

て の 高校 に 配 分 され て い るわ け で は な

い
。 筆者 らが何度 も強調す る よ うに ， 実

際の 大学進学機会 は ハ イ ア ラ
ーキ カ ル に

配分 されて い るの で ある 。 そ こ で ， こ の

よ うに 有力 な成功 目標が 強 調 され な が

ら，
一

方で その 目標達成の 制度 的手段が

不平等 に 配分 さ れて い る状況 ドで は ， R ，

K ．マ
ー ト ン が 指摘 す る様 々 な 適応 形式

が存在す る こ とに な る。 目標 も手段 も承

認 して い るの が ， い わ ゆ る 「進学校」 に

多 くみ られ る受験勉強に せ っ せ とい そ し

む 「模範的」な 高校生 で あ り （「同調」），

　　　　　　　　　　　　　 書　　評

大学進学 とい う目標は承認 して も， それ

を達成す る制度的手段を拒否 して い るの

が大学入学資格検定受検者や裏口 入学者

で あ り （「革新」）， 筆者 らも指摘 して い る

よ うに 非 進学校 で は ， 大部分 の 高 校生

は ， 大学進学の 目標 は放棄 し， 受験戦争

か ら 「お りて」 はい るが， しか し教師や

親 との 争い ごとは避 けるべ くうまく 「高

校生 し て い る」 （「儀礼主義」）。 そ して ，

底辺校 と呼ばれ る職業高校や 定時制高校

で は ， 大学進学 とい う目標の みな らず ，

そ れ を達成す る制度的手段と して の 高校

の 存在を も拒否 して ， 生徒は不登校に な

っ た り自主 的 に 中 途 退 学 し て い くか

（「逃避主義」），あ るい は教師に 暴力をふ

る っ て 退 学 に 追 い 込 ま れ て い く （「反

抗」）。

　 　 　 　 　 　 　 　 皿

　 こ の よ うに 2書 を新制高等学校 に関す

るい わば 「資料」と して 「制度」「制度化」

の 観点か ら新制高等学校の 40年間の 歴史

と現状を整理 して みた が
， 書評者とい う

役割期待に あ ま り同調 して こ な か っ た点

を反省 して 最 後 に 1， 2疑 問 に感 じた 点

を指摘 して お きたい
。

　その 1 っ は，制度と して の 高校教育の

「（相対的な）自律性」の 問題で ある 。 「社

会史』 の 第 1章な らびに 第 2章 で は，新

制高校が こ の書評 の 冒頭 に あげた 発足当

時 の理念を大幅 に変容 させ ．そ の教育課

程 を多様化 させ ， また 階層構造化 した の

は ， 産 業 ・経済や大学入 試制度に 従属 し

た 結果 で ある こ と が 過度 に強調 さ れ て い

る よ うに感 じ られ て な らない 。 「制度」と

して の 新制高等学校は ， それ独自の 論理
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で教育像を示す こ とはなか っ たの で あ ろ

うか 。 産業界，経済界，あ る い は 大学入

試や大学教育 ， 中学校教育 に逆 に 大 きな

独自の 影響を及 ぼ す こ とはな か っ た の で

あ ろ うか 。 戦後の 半世紀の 間 に ， 少な く

と も新制高等学校は ， 現代の 日本人の ラ

イ フ ・コ
ー

ス の 中に 「高校時代」 と い う

1 つ の 人生段階を制度化 さ せ た し （「高校

3 年生」とい う流行歌さえ生 み出 した），

また
， 「高校卒」とい う学歴を有す る一群

の 人 々 （日本人の 学歴構成か らい え ば マ

ジ ョ リテ ィ ）を社会 の 中に形成 した 。 「制

度」 と して の 新制高等学校が一
人

一
人 の

日本人や 日本の 社会 に 与 えた 影響は極め

て 大 きい と考え るの で あ るが， こ の 点 に

関す る分析を筆者 らに今後期待 した い
。

　 2 っ め は ， 複数の 著者 に よ る論文集 の

弊害 とい っ て しまえ ばそ れで 終わ りな の

で あ るが ，新制高等学校の 発展段階の 時

代区分や 「神奈川方式」 の説 明が何箇所

か で 重複 して な され て お り， ま たそ れ が

微妙 に 食 い 違 うこ と も見受け られ た の

で ， ど こか に統
一 して 表に で も して掲載

され て い る とよ り
一

層理解 しやすか っ た

と思 われ る 。

　そ して 最後に ， 揚げ足 と りと非難され

るか もしれ な い が
， あえ て 文章表現上気

に な っ た箇所 を い く っ か 指摘 した い 。

『社会史』第 3 章に 「… この 頃よ り， 東京

都に お ける定時制進学者の 多 くが （傍 点

引用者）， 全 日制不合格者で 占め られ る

よ うに な る 。

… （中略）… これ に対 して ，

『全 日制 に 不 合格 で あ っ た か ら』 とす る

生徒が 19．6°
／。 と， ほ ぼ 5分の 1 を占めて

い る」とあ るが （p ．121）， 果 た して 「5 分

の 1」 は 「多 く」 と言え る の で あ ろ うか 。
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ちな み に手元 の 辞書を 引くと 「多く」 と

は 「た い て い」「お おか た 」と説明され て

い た 。 論文の 論 旨に 引 っ 張 られ た 過剰な

表現と言え るの で は な か ろ うか 。 また不

適当と思われ る表現 と して は数ペ ージ後

に 「…全 日制進学率が東京で 90％ を越え

た 1970年以 降に な る と中卒就職者の な か

の 訓練 可能性 （ト レ イ ナ ビ リテ ィ ）を持

っ た者の 割合が 少な くな り， 質の 低下 は

否め な い 」（p ．124）と あるが （傍点引用

者）， あたか も生徒を粗悪 な工 業製品の

よ うに しか考え て お らず ， 生徒 に対す る

教師の 見方 と して い かが な もの で あ ろ う

か 。 さ らに ま た，『社会学』の 第 3 章で 筆

者は ，「…生徒 も教師に は，敬語を用い
，

尊敬の 念 を持 っ た態度で接す る。 こ う し

た良 き生徒 と教師の 人間関係は ， 今 日で

は ， 少数 の 伝統 的進学校で しか望むべ く

もな い 」 （p ．51） と し，「…高校時代 なれ

ば こ そ ， 青春の 若 さ を燃焼 しっ く し，撥

剌 と した も っ と も理想的な高校生活 をど

う送る べ きか とい う， 高校生 らしい 発達

課題 の 達 成へ 向け た努力が は じま る はず

で あ る （傍点引用者）」（p ．53） と嘆 い て

い るが ， 本書 は あ くまで も客観的な分析

を 目指す社会学の 研究書で あ り ， 教師 と

し て の 日頃の 不満を慨嘆するの が 目的で

はな い はずで あ る。 見方を変え れば ，
こ

の よ うな表現が研究者や 教師の ロ か ら自

然 と出て くる事実 こ そ ， 先程指摘 したよ

うに 発足時 に 「イ ン プ リン ト」 され た戦

前の 旧制中学 ・高校の 学校観 ・ 生徒観が

現在 も高校教育を支配 して い る証左 に ほ

か な らず， い か に 「制度」の 拘束力が 強

い か を如実に 示 して い る とい え る 。
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