
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

評 者 の 観 点か ら見 れ ば オ ー
トポ イ エ

テ ィ ッ ク と もい うべ き展 開 を示 して い

る。 「ポ ス トモ ダ ン」を直線的な もの と想

定 され た社会発展 へ の 問い 直 しと して と

らえ る とき ， ト ロ ウ の 図式 は まさに 「近

代」 社会に 適合 した もの で あ っ た 。 本書

の 末尾の第 2部第 5章は トロ ウ の図式と

各国の 独自な発展の 仕方との 組み合わせ

に よ る類型化 を狙 っ た試み と して 興味深

い 。 他の 諸 国 との 比較 を通 して 見 るな ら

ば ， 日本の 高校が形式的に 単線性 に偏 し

て きた こ とが，キ ャ ッ チ ・ア ッ プ型 の 経

済シ ス テ ム との依存的関係の 中で 自己を

変化 させ て きた こ との 結果で ある こ とが

分か る。
こ の 点に お い て ， 「総合学科」の

試み は ， これ まで の 「総合制」の 理念型

か ら見れ ばか な り異質な もの で はあ る

が， キ ャ ッ チ ・ア ッ プ型か ら低成長型 へ

の 移行に 対応 す る試み と して 注 目す べ き

もの で あ ろ う。 他 の 国 との 比較 の 作業

は ，
モ デ ル とな る他国を探す こ とで はな

く， む しろ 独自な歩み に 踏み 出した とき

の 位置関係を知 るた め の 地図を得 る こ と

に ある と した ら， 本書の 第三 の視点 は そ

の 狙 い を 十分 に 達成 して い る とい え よ

う 。
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『学校不適応 の 社会学的研究』

お茶の 水女子大学 酒井　朗

　本書は ， 1960年代後半か ら1980年代前

半 まで の 種 々 の デ
ー

タに基づ い て ， 高校

非進学者，高校 中退者 ， お よび高校に在

学 しなが らも適応で きな い で い る者が t

い か なる社会的要因に よ っ て 生み 出さ れ

た の か を実証的に 明 らか に した労作で あ

る。 高校教育が ユ ニ バ ーサ ル 化 した 中

で ， そ の レ
ール に 乗れ ない 「学歴社会脱

落者」が生 じて い る 。 そ うした者た ちを

考察の 対象に す る こ とで ， 学歴社会 その

もの の 問題点や 教育機会の 不均等の 度合

い を明 らか に して ， これか らの 高校教育

の あ り方を再検討す る必要が あ る 。 こ う

した きわ めて 鮮明な問題意 識の もとに ，

計量 的研究と事例研究を併用 して ，問題

を生 み 出す要因 の 解 明 が試 み られ て い

る 。

　構成は ， 第 1章で 研究の 目的と方法が

示 され た後， つ づ く第 2〜4 章で 高校非

進学者 ， 高校教育不適応者 ， 高校中退者

の 順に 分析が な され
， 最後に 全体が 総括

され る とい う形 とな っ て い る 。 第 2章で

は文部省が 1968年 に実施 した調査 に基づ

い て ， 高校進学の 阻害要因が所得な どの

直接 的な もの か ら，進学率の 上昇 に伴 い

母親 の学歴 な どの 間接 的な もの に 移 っ て

きた こ とが指摘 されて い る 。 また 1970年

代後半の ある 中学校 の卒業生 を事例 に，

高校非進学者の 進路選択 に つ い て 考察が

な さ れて い る 。
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　第 3 章で は ， 1981年に 筆者 らが 兵庫県

で 実施 した高校生調 査の 結果をデ ー タ

に ， 生徒の 学校不適応の 様子 とそ の 要因

が分析にか け られ ， 不適応は高校の ラ ン

ク に よ り規定 され て い るが ， そ れ以 外に

もそ の 高校 に志望 して 入 っ た か ど うかで

大 きく左右 され る と指摘され て い る 。 ま

た不適応 に は ， 学習面で の 不適応 ， 教師

な どへ の 不適 応 ， 学校 そ の もの へ の 不

満， 交友関係で の 不適応な ど ， い くっ か

の 側面が あ り，諸要因 の 規定力は不適応

の 側面毎 に異な る こ と も見出 された 。

　 っ つ く第 4章で は ， 中退者の 実態 が報

告さ れた後 ， 兵庫 ・ 大阪 ・ 岡山の 中退者

に 関す るデ ータを九州の あ る県 の 一般高

校生 を 対象 と した 調査 結果 と比 較分析

し， 中退者は市街地在住 ， ブル ー
カ ラ

ー

出身層，所得 が 中以 上の 家庭 の 子弟で ，

学業成績 の 低い 者に 多い こ とが 明 らか に

され て い る 。 こ こ で も事例 研究 が 行わ

れ ， 志望外の 高校に 入学 した者， あ る い

は高校進学を希望 しない に もかか わ らず

進学 させ られ た者 た ちが ， どの よ うに 中

退 して い っ た かが描か れて い る。

　以上が本書 の概要で あるが ， こ の 本の

最大 の 意義 は ， 非進学 や中退 を含め た 広

い 意味で の 学校不適応問題を ， 生徒の 社

会的属性に関連づ けて 捉え よ う と した視

点 に あ る 。 近年 ， 不適応や 逸脱の 研究で

は，「不登校」な どの カ テ ゴ リー生成の 問

題 に 関心が 向け られが ちで ある。 また生

徒 自身に 焦点を あて る研究で は， ス ト レ

ス な ど心理的側面 に焦点が当て られる傾

向が 強 い 。 筆者 自身 は明言 して い な い も

の の ，本書は こ う した研究動向に対 し，

もう
一

度生徒 自身の おか れた 社会的経済

書　評

的状況に 注目せ よ とい う警告の 書 とな っ

て い る。

　本書の 第二 の意義は ， 計量的研究 と事

例研究を併用 し， 可能な限り不適応の 実

態に迫 ろ うと した 点で ある。 事例研究で

は，様々 な属性を持 っ た生徒た ちが どの

よ うに して 高校に 進学す る こ とを や め

た ・断念 した の か ， あるい は高校を どの

よ うな理 由か ら中退す る に 至 っ た の か が

詳細に描 か れて お り， 生徒の 不適応問題

を考え る上で 様 々 な示唆を与 えて い る。

　第三 は ， 調査時期に 関わ っ て い る 。 本

書 は高校進学率が 9 割を越え た前後の 時

期を対象 に ， 不適応問題 を規定す る要因

の 質 的変容や ， 当時 の生徒の 意識を描い

て い る。 筆者自身 は ， こ の 時期 の 「『学校

不適応者輩出の メ カ ニ ズ ム 』 の 基本構造

そ の も の は 今 も全 く変 わ っ て い な い 」

（240頁） と述 べ て い るが ， 評者 はむ しろ

当時と90年代の 「今」 とで 変化が な い か

ど うか を吟味す る こ と こ そが 実証研究 の

課題 だ と考え る 。 そ うい う時閲軸を設 定

して 読み解 くと き ， 本書はい っ そ う意義

深い もの とな る 。

　以 上の よ うに ， 本書 は きわめ て 実証的

に 不適応問題 に迫ろ う と して い るが ， 実

証 の あり方その もの に は い くっ か疑問が

残 る。 そ の
一

っ は 中退者の 要因分析 で あ

る。 兵庫 ・大阪
・
岡山の 中退者 と九州の

あ る県 （S 県） の
一

般高校生を比較 して

中退者の 特性の 解明を試 み て い るが ， こ

こ に は地域差の バ イ ア ス が入 り込 ん で い

な い か 。 中退 者が市街地在住者 に多 い の

はそ れゆ えで は ない か 。

　第 二 点 目は 事例研究の 位置 づ けで あ

る。 事例研究は 計量的研究で は 明 らか に
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