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進 路未 決 定の 構造 　一一
東京に お け る高校 生対象調 査の結果 か ら

1． 問題の提起

　 「超 氷河 期」 の 就 職市 場 を 反映 して 、1996年 春 に卒 業 した高 校

生 の うち就職希望者の 就職率は、文部省が 1976年 に調査 を開始 し

て 以 来最低 の93．4％に とどま っ た とい わ れ る。

　学校基本調査報告書に よれ ば、進 学も就職もしない 「無業者」

の 数は、1996年 に は 11．3万 人に 達 し、高 卒者の うちに 占め る 比 率

に お い て も  とな っ て い る。しか も、図1に 示すよ うに無業者層の

増 加傾 向 は、　 「バ ブ ル 」崩壊以降、上昇 して い る。これ だけ の 量

的拡 大 に もか かわ らず、こ れ ら高卒無業者層 につ い ては、十分 な

注 目が され て こ な か っ た 。 就職難 とい えば、女子 大 生の 問 題 が ク

ロ ーズ ア ッ プされ る 中で 、はた して 高校卒無業者層 とは、どの よ

うな生 徒 た ちなの か。 「失業者」な の か、それ と も、失業 とは異

な る進路 と して の 「無業1 なの か。また無業者層 は、どの よ うに

生み 出 され てい るの か。
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図 1　新観 葛卒 者の 無業 者宰
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　 1990　　　　1991　　　　1992

9，2万 　　　9．O万　　 8．6万
（1．4万〕人 G ．4万）人 Cl．4万）人

1993 　　　　1994　　　　1995

9．3万　 　 10．7万　 　11．3万
1．4万 ｝人 ｛1．6万）人（1．6万）人

　　 　 　　 　 　　 　 　 資料出所 二 「学校基本調査」各年度

　進学をめ ざ して 浪人 をす るわ けで もな く、正社員に なる わけで

も、上級 学校 に進学す る わ けで もな い 高校卒 業者 を、私 た ちは

「進路 未決定者」とみ なす 。 そ こ に は、実 際に 卒業時点 で 全 く進

路の 決 まっ て い ない 狭義の 進 路 「未定者」 と、定職に つ かず ア ル

バ イ トな どに 従事する予定の fア ル バ イ ト就業予定者」 とが含 ま

れ る 。 そ して こ れ らの 「進 路 未決定者」が、前述 の無業者の 多 く

を占め る と思 われ る の で ある。

　こ れ ら進路未決定者 とは、どの ような高校生なの か 。 どの よ う

な メ カ ニ ズ ム で 析 出 される の か。高校 と労働市場 との 結び つ きや

出 身階層 とい っ た要閃は、そ こに どの よ うに絡ん でい るの か。 こ
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の砺究は、従来、日本で は ほ とん ど注目 され るこ との なか っ た 高

卒進路 未決定者 に 焦点をあ て る 。

　従来の 研究に よ れ ば、高卒就職者は、高校 に おける 綿密な就職

指導 と、高校＝企 業間の 「実績関係」 を通 じて 、喊 業 へ の 「ス

ム ーズ な移行」を果た して きた （苅谷 1991）。学校 と労働市場 と

を結ぶ 「制 度的 リ ン ケ
ージ」が、高卒者 の ような ノ ン ＝エ リ

ー
ト

層の 職業世界へ の 参入 に寄 与 して きた の で あ る。他 方、日本 とは

異な リア メ リカ で は 、リ ン ケ
ー

ジ の 欠如か ら、大学進学を予定 し

ない 生徒た ちが卒業に 際 して 失業や パ ートタ イム の 仕事に と どま

る 「トラ ン ジ シ ョ ン 問題」が 深 刻で あ る とい われ る。と くに、

「「 般 トラッ ク」の 生徒 たちに とっ て は、リン ケージの 欠如が こ

の 悶題 を よ り深刻 に してい る （RosenbaLm，　 Roy，　 aロd　Kariya

l995）。しか も、彼 らの 社会的背景をみ る と、エ ス ニ ッ ク
・

マ イ

ノ リテ ィ や低 い 階層の 出身者が 多い （Kariya ＆ 鰄 皿 1995＞。

　それで は 日本の 「進路未決定者亅は 、 どの ような構造の もとに

生 み 出 され て い るの か。（1）強固 な リン ケージ を持 つ 職業科と、そ

れの 希薄 な普通 科高校 とで は、進路未決定者の 生成に どの ような

違い が あ る の か 。 （2）生徒 自身の 進 路 意識 の （未／非 ）形 成 に おい

て、学校 は どの よ うに かか わるの か。  進 路 未決定者は 特定の 社

会階層 と結 びつ い て い るの か。こ の よ うな問題 関心 の もとに、以

下の 分析 をお こ なっ た。

2．デー
タの概要

　図1に も示したが 、 特に東京で は 全国 レベ ル 以上の 比率で 無業者

が生 み 出 され て い る。この 事実に 着目し、私 たち は卒業間際の 大

都市圏の高校3年生 を対象に質問紙調査を実施した 。 以 下の 分析で

もちい たデ
ー

タは、表 1の とお りで あ る。

　　　　　　　　　　 表1 調査の暢腰

3．未決定者の進路活動 ・成績と希望

　今回の調査対象校で は2月以降に実施され る
一
般入試に よる大学

進学者は 非常 に少数な の で、表2に示 した進路を、ほ ぼ 確定 した進

路 と考え て よい 。こ れ をみ る と、全 体 の ZZht 「ア ル バ イ ト」、11X
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が 「未 定］ とな っ て お り．合計す る と、全 体の 18％以 ヒに あ た る

328名の 「進路未決定者」　（以 下、未決定者） が存在する 。 都内の

どの 高校か らも未決定者が 平均 して 生 み 出さ れ て い る わ けで は な

い 。普通科 の 非進 学校 お よび職 業科で 、よ り多 くの 未決定者 が 出

現 して い るの で ある。

　　　 表 2 卒 業生 の 進路

進　路　　　普通科 商業科 工 業科　全体　　実数

4大 ・短 大 ・浪人 35，24 ，79 ．521 ．5 瑚

各種 ・専門学校 2フ，218 ，217 ．122 ．64C ア

正 社員就 職 54．333 ．3　．一一 601

　 　ア ル バ イ トー．1「
　 　 未 　 　定．．π「π．1−．「

12，1

フ，512
，3

57．19

，2　 凵」」」
8．54

，610
．6」凵凵」

3．9

7．21Lo4

．4

130

熈
踟無 回 答 ・その 他 5．72 ．3

計 100．o100 ，0100 ．o10Q ．O1 脳

3 − 1　 未決定者の進路活動

　 高卒者 の 就 職 活動 は、高 卒者 に 対 す る求 人活 動 の ス ケ ジ ュ
ール

は就 職 試 験 解禁 日を含 めて 関係 省 庁 の 通 達 に よ っ て定め られ て い

る （苅 谷 1egl，1993〕。逆 に い え ば、その ス ケ ジ ュ
ー

ル に 従 わ な

い か ぎり、高校生 は就 職で きない こ とに なる。一
方、進学者の 進

路 ス ケ ジ ュ
ール は、就職者 と比較 す れ ば い くらか緩 やか で は あ る

が、推薦入試 が 実施 され る時期が秋に 集中 して い る ため 、一
般入

試 の 受験 生 よ りもか な り早 い 時期 に受験 校 を、しか も
一

校 に し

ぼ っ て 決 定す る必 要 が あ る。したが っ て、わ れ わ れの 調 査対 象に

おい ては、高校3年生 の 秋頃 か遅 くとも12月 まで に進路 が決定 され

る し、また、決定 しな けれ ば な ら な い の で あ る 。

　調査で は、春 （4− 6月頃〉 ・夏 （7− 8月頃）
・秋 （9− U 月頃）

の それ ぞ れ の 時点 で 、ど の よ うな進路 活動 をお こ な っ た か を マ ル

チで 質問 して い る。それ に対 して 「と くに何もしなか っ た」 との

回答 率 は、全 体 で 、春67％、夏3器 、秋 31％と な っ て い る。もち ろ ん 、

こ の 比 率 は決 定 した進路 に よ っ て 大 き く異な る 。 た とえば、進路

が 「正 社員就 職」 で は 、春61％、夏王3％、秋 18％で あ る の に 対 し て、

未決定者で は、春8駢 、夏6脳 、秋 79％と 「何 も しな か っ た」者の 比

率が 非常に 高 くな っ て い る Q

　実際、328名の 未決定者の 半数 を超 え る53％は、春 ・夏 ・秋 の ど

の 時点で も進路決定に か かわ る 活動 を何 も して い ない
“ 逆に、

春 ・夏 ・秋の 3時点すべ て で 進路活動 を した もの が 未決定者に 占め

る 比率は非常に 低 く、IO）eに満 たな い
。 活動の 内 容 をみ る と、そ の

う ちの 就職 活動は どの 時点で も3割 程 度 に と どま っ て い る。した

が っ て 、一
貫 して 就 職活動 をお こ な っ たが結 果 的 に仕 事を得 られ

なか っ た 「失 業者 」 は、未 決 定者 の ご く
一一一9tを占め るに す ぎない

と考え られ よ う。以 上の 考 察 か ら、未 決定 者 の 大半 は、文字 ど お

りの 「失業者」 で は な い こ とが 明 ら か で あ る。

　進路活動をしな けれ ば進路は決定 しない 。 それ に もか かわ らず、

2割近い 未決定者の う ちの 半数以上、す なわ ち全 サ ン プル の お よそ

一
割が、まっ た く進路活動 をお こ なわず、進路 を決定しな い で高

校 を卒業 して い る。彼 ら ・彼 女 たちは、そ もそ も、どの よ うな進

路 を希望 して い たの だ ろ うか 。

　表3は、3年生 の 4月段階で どの よ うな進路 を希望 して い たか を決

定した進路 別 に 示 した もの で あ る e 未 決 定 者以外 で は、進学 な ら

ば 学校 名 まで、就 職 な らば 識種 や業種 まで 考 え て い た と回答 した 、

か な り強 い 希望 を持 っ て い た もの が ほ ぼ 半数、そ して、漠然 と進

学す るか就 職 す るか まで 考えてい た もの が約 3割 とな っ て い る c そ

れ に対 して 、未 決 定者 で は rあ ま り考 えて い なか っ た j が 4割以 上

を占め、　「進 学 か就職 か 」が2割強 とな っ て い る。 サ ン プル 全体の

8％が 、進路 を 「あ ま り考 え て い な か っ た 」 未決 定者 と い うこ と に

な る 。

　 　 　 　 　 　 表3　進路別 4月の 希望 （単位 ：％）

希望／進路

4大 短

大 浪人

各種

専門

学校

正社員

孅

ア ル

バ イ ト 未 定 無回答 実数

進学／就職 28，128 ．D31 ．B22 ，325 ，3 ゐ．o51 ヨ

進学 50．546 ．94 ．59 ．218 ，713 ，B47 噂

蝋 4．67 ．444 ，922 ，312 ．1 事3．8 搬

あま り考 えて な い 15517 ．318 ．5 ぐ6、242 ．9 顕〕、8 姻

無回答 1．3O ．50 ．3o ，o1 、o1a826

計 100loo1001001QO10a ．o ■

実数　 　　 　 38B40 ア 6Q鹽 1罰 1鑢　 　　芝ゆ 】3D¢

　つ まり、未決 定者の 多くは 高3の 4月で も臼分の 進路 に つ い て あ

まり考えて お らず、明確な進路希望を持 っ て い なか っ た 。 さ きに

ふ れ た よ うに、高校生 の 進路活動は タ イ トなス ケ ジ ュ
ール で お こ

なわれ る．春の 出遅 れ は 、致命的に な りうる。そ して 、夏の 時点

で も進路希望が 明確で な か っ たな らば 、卒業時 に未 決定者 と な る

の も不 思 議 で は ない 。

3 − 2　成績と希望

　　　　 一一
メ リ トク ラ テ ィ ッ ク／非メ リ トク ラ テ ィ ッ ク

　こ こ で は 未決定者の 成績に 注 目 す る。成 績 と して 本 人が 回答 し

た ク ラ ス 内で の 順 位 を もちい 、成績 と進 路 の 関係 を表4に 示 した。

　 まず、成績 別 の 進 路 をみ て み よう。就職は 、成績 ラ ン ク の 上 位

か ら順 に、3ZZ−・37％− 32％→4〔隅→28％とな っ て お り、連続 した傾向

を示 さない 。　・
方、 「4大 ・短大 ・浪 人 」が 占め る比 率は 、37Zl→

26X−・23％一・9％→8％とな っ て い て、進学が 成績 に規定 され て い る こ

とは明 らか で あ る。逆 に 、未 決 定者 の 比 率 は BX− 12％→17％→22％→

3翩 と な っ て お り、成績が 低い ほ ど未決定者が 占め る 比率が 高 くな

る．こ れ は 、未決定者の 問題に 、全 体 と して は メ リ トク ラ テ ィ ッ

ク なメ カ ニ ズ ム が 働い て い る こ とを示 して い る 。

　成績 と進路希望の 関係 をみ る と 〔表5）、 「あ ま り考 えて い な

い 」の 占め る 比率が 成績ラ ン クの 上 位 か ら順 に、14％→1筋→2餅→

26％→ 41％とな っ て い る。成績 がふ るわ な い か ら就 職 を希望 す る と

い う図式 で は な く、進路 を考えな くなる傾 向がみ られ る 。 こ れ は、

学 校推 薦 の シ ス テ ム と深 くか か わ っ て い る 。 こ れ らの 高校生 は、

進 学 に して も就職 に して も学校 推薦に依存する しかない が 、その
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推薦は メ リ トク ラ テ ィ ッ クに 決 まる 。 「ずっ とう しろ 」の 成績 で

は、大学 ・短 大へ の 推 薦 だけ で な く、就 職 の 推 薦 も得 ら れ な い ，

こ の こ とを知 っ て い る 生徒た ちに とっ て は、進 学 も就職 も実現可

能な進路 と は思 えな い は ずで あ る。実 際 に は、「ず っ とう しろ 」

の 成績 で も就職先の 高望み をせ ず教 師 に相 談すれ ば、本来の 意味

の 推 薦とは 異 な る が、就職 は可 能 で あ る。け れ ど も、学校推薦 シ

ス テ ム が進 路 決定 メ カ ニ ズ ム と して 支配的に 機能 して い る 高校 で

は 、そ の シ ス テ ム か ら こ ぼ れ た （と 自分 で 惑 じて い る〉 生徒 は進

路 を決定す る どこ ろ か、希望する こ とさえで きな くな っ て しま う

の で あ る 。
こ こ か ら、制 度的 リ ン ケ

ー
ジ が 自明で あ るため に未 決

定者
．
が 析出 され る メ リ トク ラ テ ィ ッ ク な構造が示 唆され る。

　 　 　 　 　 表4　成績と進路 （単位 ；人）

成績／ 進路

4大 短

大 浪人

各種

専鬥 学

　 較

正社 員

蝋

ア ル バ

イ ト 未定 計

上位5番以 内 96 娼 理5814251

1幡 くらい 97 脇 1認 13 図 3η

まん 中 くらい 1綿 1旡 躅 43 価 618

うしろか 引 幡 226D96 ゐ 鯰 231

ず っ と うしろ 21 防 罵 41 ワ 勘

計 刪 頃｝7 θD11 釦 1％ 1720

表5　成績 と蓮路希望　　（単位 1％）

希望／成績

上位5番
以内

10番 く

うい

ま ん中

くらい

うしろ

か ら

1Q番

ず っ と

うしろ 実数

進学／就 職 お．331 ．巳 塞〕，629 、622 ．55L2

進学 38．22B ，3 屡）、3 適フ．1 ，2．6471

蝋 容〕，623 ．518 ．126 、321 ．8 鯉

あ まり考 え てない 13．715 ．921 ．725 ．B41 ．O 輔

無回答 1．2 α 51 ，41 ．32 」223

計 1DO1DD1001DOloo 一

実数 躍 378 脯 2噂Dz71179 ア

　た だし、メ リ トクラ テ ィ ッ ク な構造ですべ てが 説 明で きる わけ

で は ない 。進路 別 にみ れ ば （表4）、未決 定者全体 で 「まん 中 くら

い 」 と 「ずっ と うしろ 」が ほ ぼ同 数 で、そ れ ぞ れ 3割程度を 占め る

こ とが わ か る 。 さすが に 上 位 1〔潘以 内の もの が 占め る 比率は少 な

い が 、必 ず し も未決定者 が極端 な成績不振者に 限られ るわ けで は

ない
。 メ リ トク ラ テ ィ ッ ク な視 点 か ら み た分 析枠 組 み で は 、成績

ラ ンク 「まん中 くらい 」の 未決定者を説阿す る ことは で きない 。

だが、こ の 成 績 ラン クの 未決定者の 存在 は重要な 問題 で あ る。

　成 績 と希望 の 関係 をみ て も （表5〕、　「あ ま り考えて い ない 」の

1／3を 「まん 中 く らい 」の 成績が 占め て い る 。
こ の 成 績 ラ ン クの 場

合、就 職 な ら ば 確 実 に推 薦が 得 ら れ る が 大学 ・短 大の 推薦 は得 ら

れ ない 可 能性 もあ る 。 推薦入 試 を受けて も合格 す る とは 限 らな い
。

進学 をあ きら め きれ ず、か とい っ て 敦職 す る決 心 もつ か な い 状態

で あ ろ う。こ の こ と自体は特別 な問題 では ない が、すで に ふ れ た

よ うに 、彼 ら ・彼女た ちは 早．い 時期 に進 路 を選択 しなけれ ばな ら

ない 。進学か就職 か の 選択 が遅 れ れば遅 れ る ほ ど、未決定者 とな

る確率は 高 くな るの で あ る。

4 ．普通科 に お け る未決定者問題

　次に ．学 科 ご との 違 い をみ て み よ う。 卒業者に 占め る 未決定者

の 学科別比 率は 、普 通科 （2（獅 〉 商業科 （18X＞ ＞工 業 科 （15X）

と、普通科 で も っ と も多 くな っ て い る 。 商業科 と工 業科をあ わせ

る と16％で、や は り普 通科よ り も低 く、こ の 比率 の 差 を検 定 した と

こ ろ 10％水 準で 有意で あっ た。また、4月に 進路 を 1
’
あ ま り考えて

い なか っ た 」未決定者が 卒業者に 占め る比 率は、普通 科 で 嬲、工

業 科 と商 業科で は そ れ ぞれ 7％とな っ て い る。普通科 で は1割近い 生

徒が進路をあまり考 えずに 未決定者 となっ て い るこ とが わ か る 。

　普通 科は、よ り多くの 未決定者を生み 出 して い る だけ で は ない 。

未決定者の 進路活動 は概 して 不 活発 で あ るが、その 傾 向は普通科

にお い て と くに 著 しい 。未 決定 者 の うち春 ・夏 ・
秋を 通 じて 何 も

活動 しなか っ た もの の比 率は、普通科 （57竕 〉工：業科 （52笥 〉

商業 科 （42X） とな っ て い る。職 業科で は、春 に活動 し なか っ た も

の で も約4割が夏に は 何 ら か の 活動を して い る。た とえ ば2筋 が夏

に企 業 を訪問 し、秋 に は 16％が 入 社 試 験 を受 け，11Xは 受験す る2社

め の 企業 を探 して い る。それ に対 して 普通 科で は、春の 非活動者

が 夏に活動す る 割合 は2割 に と ど ま り、夏の企 業訪問は 9覧、秋 の 入

社 試験は5Xで あ る。推 薦入 試 にか か わ る 活動が 1〔隅ほ どみ られ る が、

進路 活動 を しない まま未決定者 とな る 普通科 と、進 路 （就 職） 活

動 を しなが らも未決定者となる 職業科、とい うおお まか な傾 向が

存在 す る よ うで あ る。

　 さ きに、成績 ラ ン ク が 下位に な る ほ ど進路 を考 えな くな る傾 向

を指 摘 した 。 そ こ で、成績が 「ず っ と う しろ 」の 生徒 を取 り出 し

て、その 進路 決定が 職業科 と普通科 で は どの よ うに 異なるか をみ

て み よ う。 こ こ で は、普通科 と工 業 科の 男子 を と りあげる 。 4月 に

進路 を 「考えて い なか っ た」比 率は、普通科53％、工 業科3邸 で 、

同 じ成績 ラ ン クで も工 業科の ほ うが 進路を考えて い る 。 「考え て

い なか っ た」 もの に占 め る未決定者の 比率 をみ る と、普通 科が6礁

で あ るの に対 して 、工 業科で は42覧に と どま っ て い る。た と え 「考

え て い な か っ た」場合 で も、工 業 科 で は進 路 が決定 しや すい の で

あ る。 そ の結果、こ の 成績ラ ン クの 卒業者全体 に占め る未決定者

の 比率は 、普通科45X、工 業科2簾 と、大 き く異 な っ て きて い る。

こ れ は、普通科 と職業 科で は就職に か か わ る 進路指導が違 うこ と

と関係 して い る。第
．一
に、学校が 生徒の 進路 選択 に 介 入す る度 合

い の 違い で ある。職業科に お い て は就職を前提に して い るだ け に、

希望を は っ きりさせ て い ない 生徒に も就職活動を させ る ような指

導が 可能 で あ る。一
方、普通科で は 生徒の 進路希望を尊重 す るが、

こ れは 見方をか え れ ば希望が 明 確で ない 生徒 に は指導 が届 か な い

こ と を意味 す る。その た め に 普通科で は、進 路 を考え ず、しか も

何 も活動 しなか っ た未決定者の 比率が 高 くな る 。第 二 に、企 業 と

学 校 との 実績関係 とい うリ ン ケ
ー

ジの 強 さの 違い で ある 。 職業科

に は 、強い 実績関係 を持つ い くつ もの 企業 と の リ ン ケ
ー

ジが ある。

特に 工 業科 で は、成績 をそれ ほ ど重視 しない 企業 と実綾関係 を結

ん で い るの で 、成 績 の 低い 生 徒で も就職先 をみ つ けや すい 。そ れ
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に 対 して 、普 通 科 では実績 関係 の ある 企 業も少ない の で、成績の

低 い 生徒 は 就 職 先 を見 つ け る こ とが 困難 とな る ． こ こ に 普通科特

有の メ リ トク ラテ t ッ クな未決 定者析 出構造が み られ る 。

　 メ リ トク ラ テ ィ ッ ク な析 出 構造 に 加えて 、普通科 に は特 有 な非

メ リ トク ラ テ ィ ッ ク な未決定者折出構造 も存在する 。 その た め、

普通科の 未決定者比 率が 高 くな っ て い る と考え られ る。サ ン プル

全体で は未 決定 者 の ユノ3を成 績 ラ ン ク 「まん 中 くらい 」が 占め る が 、

学科別に fまん 中 くらい 」の 成 績 ラ ン クが 未決定者に 占め る 比 率

をみ る と、普通 科39％、職 業科3騰 とな り、普通科で 着干多くな っ

て い る。こ の 成 績 ラ ン クの 普通 科 の 末決 定 者 は、4月に は どん な 進

路 を希望 して い た の か。4礦 は 漠然 と 「進学か 就職か」 を決め て い

た。次 い で35％が 「あ ま り考 えて い なか っ たj 。　「進学か孰職か」

は 決 め て い た と は い え、そ の 8割は 春に は 何 も活動 して い ない 。夏

に なる と3割強が推薦入試 に かか わ る 活動を して い るが 、 6割 は何

も して い な い 。就職に か か わ る 活動は 5〜6Xで あ る か ら、 「進 学 か

就職か」の 内容は 大きく進学に 傾 い て い た とい え よ う。と こ ろが、

秋 に 実際の 推薦入 試を受験 し た もの は2割 に満 たな い c 進 学 が進 路

の 選択肢 と して 用意 されて い る普通 科 で は、成績 ラ ン ク 「まん 中

くらい 」の 生徒 が、進 学 したい 気分 を阿 と な く夏 まで 持ち越 して 、

就 職 活動 には手 遅 れ と な り、しか も学校推薦を得 られ なか っ た た

め に 受験 で きない 、と い うメ カ ニ ズ ム で 未決定者が 生成 され る の

で は な い だろ うか 。

5 ．学校の進路指導か らみ た未決定者

5 − 1　 学校生活と進路指導

　すで に 触れ た よ うに、今 回 の 調査対象校 を卒業す る 高校生の 進

路 は、その 大半が 1学校 推 薦」 に よ っ て 決 定す る。就職 は もち ろ

ん だが 、進 学 に 関 して も、特別 な受験準幡をして い る もの は 非営

に少数で あ る か ら、指定校推 薦
・一般 公募 推薦 を併せ た 「〔学

校｝ 推薦 入 試」 を中心 とす る しか な い 。推 薦基準 は、そ れ ぞ れ の

高校 に よっ て多少の 差 はあ るが、おお む ね、（1）成績概評 B 段階

（評定 平均 値3．5）以 上、（2）3年間の 欠席 日数 7H 以 内、（3）3年 間

の 遅刻20回以内、とい っ た とこ ろ で ある 。 特に、成績 と欠席 目数

に 関 して は こ の 基準を満 た して い な い 場合、就 職 も進 学 も難 しい 。

逆に、学校推薦を受けられれ ば 1ス ム ーズ に移行」す る こ とが で

き る 。 未決定者の ほ とん どは、その 学 校推 薦 を うけ られ な か っ た

と考え られ る．学 校推 薦 に限 らず、．一
般に、進路指導の 中心的 課

題は 「全 人的 な生 徒 理解 を心 が け る」 こ とに お か れ て い る。　「生

徒に 対す る
．一

面 的評 価や、そ の 考 えに基づ く指導は、生徒の 全 人

的 発達 を妨 げ る こ と に もな る 」　（佃 1988：1 とい う指摘 もあ る。こ

れは、生 徒 を 「成績」 の み で 評価する こ とへ の 批判で ある 。 けれ

ど も、成 績 に は試験 の点数 だけ を問題 に する狭義の 「（学業）成

績」 と、出 席状 況 や授 業 中の 態 度、宿 題 や提 出物の 提出状 況 を加

味 した広 義の 「成 績 1 とが あ る。学校 推薦の 基準は、広義の 成績

におか れ て い る t，そ れ で は、広義の 「成績」重視 と ｝
．
全 人的 な生

徒理解」は両 立 して い るの だ ろ うか 。

　午 徒 を全 人的に 評価 す る 際 に は、狭 義
・広 義 の 「戒 績」だけで

な く、学校生 活全 体を評觝す る こ とに な る。未 決 定者 が どの よ う

な学 校 生活 を送 っ て い たの か を、進 路 決定 者 との 比較 の もと に 表6

に 示 した。ここ には成績 に関す る質問 も含 まれ て い るが、未決定

者 と決定 者 を比 べ る と、未 決定 者 で は 明 らか に、高校 生 と して

「望 ましい 」生 活 を送 っ て い た 比率が 妖くなっ て い る 。 成 績が 下

位 で 、しか も欠席が 多い 生 徒 は 、部活 動や 生徒 会 ・委 員会 活動 に

参む1｝する 比率 も低い の で 、全 人的 評価 を しよ うとす ればす るほ ど、

そ の 評 価は 低 くなる。広 義の 成 績 と全 人 的評価 とは、相関 して い

る の で あ る c

　 　 　 　 　 　 　 表6 学校生 活 と進 路の 関係 （部分）　 　 し鮖〕

学校 生活／ 進路 決 定 未 決定 全佑

ク ラ ブ部長や 生徒会役員の経験

あ る 55．142 ．452 ，3

な い 44，957 ，547 ，7

熱 心に 部活 動 を した 経験

あ る 4B．632 ．345 ．ア

な い 51．467 ，754 ．2

遅 刻 をどれ くらい したか

よくした 25，352 ．731 ．3

ときとき した 23，922 、927 ．8
ほ とん ど しな か っ た 25，6 コ5，923 ．3
ぜ ん ぜ ん し な か っ た 20，38 ，517 ．6

宿題などの 堤出状 況

よ く忘 れ た ‡3．＄ 25，B16 ．9
と きど き忘れ た 41，244 ．541 ．6

ほ とんど忘 れなか っ 28、519 ．926 ．5
た

ぜ ん ぜ ん 忘 れ なか つ 16，59 ．e15 ．O
た

　学校 が進 路 指導にお い て 生徒を 「成績」に と らわ れず 「全 人

的 1に 評 価す る努 力 を して も、 「学校 推 薦」 とい う学校主導の 進

路 選択 ・決 定 の シ ス テ ム で は カ バ ー
し きれ ない 、あ る い は その シ

ス テ t、に適応で きない
一
定数の 生徒 が存在 す る。そ の 結果 と して 、

彼 ら ・彼女たちが 、未決定者 と して 析 出 され る。

5 − 2　 自己選抜と進路指導

　学校の 進路 指導 は 「生徒 の 自主 的 な進 路 選択 を 尊重 しつ つ 、な

お か つ 、与 え られ た枠に生 徒を配 分 す る 」　（苅谷 1991｝ よ うに機

能 して い る。この よ うな 「生 徒 の 自己 選 抜」 を基 本 に した学 校進

路指導に お い て は、生徒の 希望の 尊重 と限 られ た枠 へ の 配分 を同

時 に 実現する た め に、教師 は学校推薦 の 基準に 関す る情報を折 に

ふ れ 生徒 に 伝 え、生 徒 自身が そ の 基準に そ っ て 自分に ふ さわ しい

進 路 先 を選択 する よ うに指導する 。

　 こ こ で は 、学 校推 薦の基 準 を どの よ うに 生徒 に 伝 え、認 識 させ 、

進路選択につ なげる か が 重要な課題とな る e もし生 徒が、その よ

うな基準 を認識 し ない とす る な らば、現 在 行 われ て い る生徒 の 自

己選抜 に 基づ く進路指導は、根本か ら問 い 直され る こ とに な る。
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　調 査 で は、就 職 や 進学の 推薦 に 関 し て 有利／不 利 に な る条件 を、

進路決定者 と未決定者が そ れぞ れ、どの よ う

．
に 認 識 し て い る か を

尋ね て い る 。 例 と して 就職に 関す る 匝答 を表7に示 した。注巨され

る の は、 「わ か らな い 」 とい う回答の 多さで あ る。こ れ は、何 を

意味す る の か 。

　 　 　 　 表 7　就 職に 有利 （不 利 ） に な る 条件 （部分 ）　　 （％）

条 件／ 進路 　． 決 定．来 決 定 全 体

3年 間部 活動 を続 け る

か な り有 利 48，842 ．ア 47．7
少 し有 利 24．719 ．423 ．5

有利に な ら ない 9．D ア，48 ，ア
わ か ら な い 1ア．53D ．420 ，1

遅 刻や 欠 席 が 少 な い

か な り有利 アO，760 ．568 ．5
少 し有利 14．712 ．914 ．3
有利 に な ら ない 3．24 ，23 ，6
わか らない 11．422 ．213 。6

英 国 数理社 の 成績 が よ い

か な り有利 27．32 ア．ア 27．6
少 し有利 26．425 ．125 ．8
有利 に な らな い 21．713 ，520 ，1
わ か らな い 24，633 ．826 ．4

　 「望 ま しい 」学校生 活を送 っ て 高い 評価を受ける こ と と、将 来

との 間に は 「連結 性」が あ る こ と を、生 徒 が どれ だ け認 識 し て い

る か に よ っ て、学校へ の 帰属 の 度合 い は変 化す る。こ れ まで 、日

本 で は生 徒 の 連結性認識が 強 く、そ の た め、学校 生 活 に お け る規

範 も保 た れ る傾 向に あ っ た 。 けれ ど も、私 た ちの 調査か ら は 生徒

の 認識が 非常 に 弱い こ とが 明 らか であ る 。 就職ある い は 進学 とい

う進路 を 自分 の もの と す る た め に 、 た とえ テ ス ト前だ けで あ っ て

もそ こそこ に は勉強 し、部活動や生 徒会 ・委員会活動 に 参加す る

とい う従来の 当た り前 の 高校 生 活 は、あ る一
定 の 層の 学校 で は現

実的なもの で な くな りつ つ あ る。

6 ．未決定者 の 属性

6 − 1　 父職に よ っ て異な る 未決定者 の 割合

　進 学 率が 普通科は 高 く職業科では 低 い が 、こ の 点 に 関 して は 父

職 に よる差 はみ られ ない （表8） 。 普通科の 進学率 が最大なの は専

門管 理 で あ り、以 下 ホ ウイ トとブ ル
ー、自営黍陦程度の 水準 で 、

父 親 の ない 生 徒 で 最 低 とな っ て い る 。

一一一
方、職業科で 就職率が

もっ と も高い の は、父 職 ブ ル ーで あ る。以 下 ホ ワ イ ト、白営の 川頁

とな り、もっ と も低い の は 尊門 管理 で ある 。 未決定者の 比 率 は、

職 業科 の 自営 で も15％を越 え て い る。い ざと なれ ば 家 業 を継げ ば よ

い とい うこ となの だ ろ うか 。

　未 決定者 に は、ア ル バ イ トと末定者 の 二 つ の サ ブ カ テ ゴ リ
ー

が

あ る 。 ア ル バ イ トで はホ ワ イ ト比率が 低 くブ ル
ー

が 高い 。　
・
方で

未 定 で は 自営 の 比 率が 高い な ど、未決定者内部 で も父 職別 に 進 路

の 違 い が 確認 され る。今 回、対象者 に は父親が い ない 生 徒が約 10％

含 ま れ て い る が 、彼 ら の 20％近 くが 未 決定者で あ る。

表 8 父聒捌 、学科 別の 進路 （全生徒）

鍛

進学
46．4％

騰

34．6％
卿 ド仆

7．銚
未定　 　 　 　 　 裹．実数
11．4％ 鯲 1

籠 61．712 ．6B ．417 ．3　　　　　　 190

自営 商業 22．2541510 ，013 ．3 go
工 業 訓 ．847 ．84 ．413 ．0

．爨
．

巨

　 鮪　1
§ 鼕．　 92

　 韈

　 ．．げ

舗 フ5．16 ．35 ．912 ．7 霙．　　　　 253
専 門管理 商業 4隻．o44 ．95 ，19 ．0 ．・

　　 　　 　 78
工 業 40．o45 ．O2 ．512 ．5 蓊　 　 　 80．

普通 64．713 ．87 ．813 ．8 羹 覇
「
　 116

捌 トカラ
ー

商業 24．56Q ．47 ．67 ．6 難 　
．广
　　 53

工 業 28．360 ．94 ．46 ．5 畿　
唱
　　 46

普通 64．718 ．29 ．97 ．2 騾．　　 　 181
プルーカ｝ 商業 12．568 ，011 ．フ 7。8 「 28

工 業 18．864 ．17 ．ア 9．4 鑼 ，　 　　 11フ

普通 60．518 ．64 ．ア 16．3

　．臻　　P广「

　　灘

耀 　　　　　43

　　韆
　　慧籌
　　 鑼

その 他 商業 44．533 ．322 ．20 ．O 騰 　 　 　　 　9
工 業 18．57G ．4a7 ア．4 ，．．、　 　　 　 2フ

普通 58．O17 ．411 ．613 ．0 義　　　 69

父な し 商業 董2．872 ．38 ．56 ．4 47
工 業 24．4 ．58．5

．
4．912 ．2・糴　．． 41

6 − 2　進路未決定者 と成績一一
自営だけ は イ メージ通り

　．3 − 2 で も触 れ た よ うに 、 未 決定者 に は成績巾位者もい れば下

位者もい る 。図2は進路未決定者の 成 績 の 分布を、父 職別 に 示 した

もの で ある 。 凡 例 で 「全 体」 とは 、 決定者を 含め た対象者全体

（1804名）の ク ラ ．ス 内 で の 成 績 分布 で あ る。特徴的なの は fi営の

分布 で ある。全 体 分 布 と 比 べ 下位 者側 へ の シ フ トが 大 き い 。こ の

白営 の 分 布 は 、こ れ まで 未決定 者 に つ い て 描 か れ て きた メ リ トク

ラテ ィ ッ ク な未決定者析tBの メ カ ニ ズ ム の イ メ
ー

ジ に近 い 。そ れ

に 対 し て ホ ワ イ トでは 10番 以 内 の 耒 決 定 者比 率 が 、全 体平均 を上

回っ て お り、非 メ リ トク ラテ ィ ッ クな 吝力．ニ ズ ム が よ りemyi可 能

性 を示唆 し て い る c

　

図2　進路 未決定者 の父 職別 成績分布

6 − 3　 バ イ トと未定 の 分水嶺
一一

性 別 と父学歴

　階層研 究 の 分 野 な どで 、父学歴 と本人進路 に は 関連が あ る と指

摘 され て きたが （尾 嶋 1990な ど）、学歴 別 で は未決定者の サ プ カ

テ ゴ リ
ー

問に 特徴 的 な傾向が み られ る 。 全 体 で も学科別 で も未決

定者 の うち ア ル バ イ トの 父親は、高校卒業 まで で あ る比 率 が 高い 。

そ れ に 対 し未定者で は 、逆 に 大学、短大 、専 門学校 の 卒業 者 （以

下 大短 専卒 と表記）が 過 半数牽占め る。普通科の 未決定者 は、デ
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ル バ イ トは高 校 卒 業、未 定 で は逆 に 大卒 者 が 多 い 。職 業 科 の 未 定

者 で も大 卒者 層 の 比 率 は高 い （表9）。父 親 の 学 歴 を普通 科 で 男女

で 比べ る と、男 子 で は高 校 卒
．
業 まで の 未 定 者 比 率 U3，3％）が 高 く、

女子で は 大短専卒が 多い （14，7％） 。 また 、普
．
通科で は ア ル バ イ ト

の 男女 差 は み られ な い が 、未定者で は 各学科
・と も男 了

．
の 方が 女子

よ りも比 率 は高 い
。

　　 　 　　 　 　　 表9 父学歴別、学科別進路 （全生徒）

進学 ．　 就職 　 刃バ 仆 　 未定 　蠶鑞攀．棄 実数

踊 65．313 ．810 ．110 、8 籬鍮購 426

高等学校 ま で 商業 22．262 ．47 ．97 ．5 げゴ广 252

工業 27．ア 5B．ア 6．17 ．5　 靉攤
．．
．213

舗 73．68 ．05 ．o13 ．4 ．．鍵

　，．299大学、短大、
専門学校 商業 40．o41 ．510 ．8 ．

ア．7 帚．　　　 65

工 業 35．146 ．73 ．914 ．3
．i．
．
．欝 　 77

普通 54．119 ．67 ．41B ．9 贓 驚 …14B

その 他 商業 16．959 ．311 ．911 ．9 、i．．・鯲
．

418・・　　　　　卜
工 業 23．O58 ．73 ．215 ．↑ 韈

．
黼

．
ユ26

以 上 の よ うに進路未決定 は 、階 層 や 属性だけ か らは 説 1月さ れ得

な い こ とが わか る。

7 ．未決定者 の 進路観一一
行動 と意識 の 合わせ 鏡

　前節、前々 節まで の 比 較 に よ り、成績
．
不 振者 も含め た様 々 な タ

イ プ の 未 決 定者が 存在 す る こ と が わ か る。
．
また、未 決定 者が ア メ

リ カ で み られ るよ うに、た と えば プ ル
ー

カ ラ
ー

か ら必 ず しも多 く

発 生 する わ けで
．
は ない こ とが 示 唆 され た 。

　だ とする な らば、未決定者発 生 の プロ セ ス に は、成績や 階層 に

還 元 され な い 別 の 次元 を考 え る こ とが で き よ う。そ の ひ とつ と し

て 未決定
．
者の 進路 意識 を取 りあ げ る 。 た だ し、進 路 意識 に つ い て

は進路 行動 の 結
．
果、特定 の 意識 を持 つ に至 っ た と も考 え られ 、原

因 と結果 を厳密に 区別す る こ とは困難 で ある 。

　調 査で は 進路 意識 を大 きく 「将 来観 、 「自己評 価」
．、 1進路

決定 に関す る 規範意識」、 「能力観」の 4つ に 分類 して い る 。 各設

問群か ら進 路 決定者 と未決定者 との 回答 に、違い が み られ る 設 問

に 着 目 した 。

7 − 1　 将 来観 と自己評価
一一

今を大切 に する未決定者

　将来観 と自己評価で 決定／未決定者 の 違 い が あ らわ れ た 設 問 は、

以 下 の よう に な っ た （表 10）。

　 　 　 　 　 　 　 　 表10 進路 決定者 と未決定者 の将来 観

とて も

思 う

まあそ

う思 う

あま り

ない

全然思

わ ない

実数

普通 14．534 ．939 ．411 ．2690
決定 商業 15．335 ．941 ．5 フ．3 掴

工 業 26．o32 ．O31 ．710 ．3 襴将来の こ とを

考 えるよ り今 を

楽 しく生 きたい

普通 23．533 ．335 ．O8 ．2183
未決定 商業 26．939 ．ア 26．96 ．478

工 業 30．333 ．325 ．・810 ．6 聞

普通 28．239 ．524 ．28 ．1689
決定 商業 29．フ 亳6．318 ．65 ．4 飆は じめ に入 っ た

会社 をず っ と

続 けたい

工 業 32．433 ．521 ．512 ．6349
普通 13．238 ，53B ．59 ．9 葉82

未決 定 商業 25．334 ．231 ．ア B，979
工 業 13．631 ．831 ．822 ，766

　 「将来の ζ と よ りも今 を 楽 し く生 きた い 」、 1
’
は じめ に人 っ た

会社 をず っ と続けた い 」 とい う「 問 で ある。時間選好 に 関す る対

照 的 な設問だが、前蒋で は 未決定者 に 強く肯定す る 者が 多 く、後

者で は逆 に 決 定 者 に支 持 され る比 率 が 高い 。こ れ は進 路 が未 決 定

な た め に 、将 来 の こ と を考 えた くは な い 意識 の 現 れ と も受け取れ

る。しか し現在 の こ と だ けを考えて も生活 す る こ とは で きる とい

う、現代社会の 豊か さ の ひ．とつ の あ ら わ れ とい う見方 もで きるで

あ ろ う。

7 − 2　 進路決定 の 規範意識と能力観

　 「H本 社 会 で は学 校成 績 で 将 来 が 決 まる 」 とい う意見 で、各学

科 で 未 決 定芦と決 定 者 の 差 が み ：
？れ た （表11）。こ の 質 問 は、5 ．

で み た 学校側 の 進路 指導 にお け る 前提 を、生 徒の 側 が ど う受 け止

め て い る か を うか が わせ る が 、成 績 との 3重 ク ロ ス 表か ら、こ れ は

成績 と直接的な蘭連件 は持 た ない と思わ れ る 。

　 　 　 　 表11 進 路決定者 と未 決定者の 進路決定 に お ける 規範意識

とて も

思 う

ま あ そ

う思 う

あ ま り

ない

全然 思

わ ない

実数

普通 46．234 ，514 ．54 ．B689
決定 商業 43．933 ．5 ．18．04 ．5 価

工 業 42．932 ．616 ．08 ．6 緬学校 の成績 で

将来が 決 まる 普通 55．23 ⊃．110 ．44 ．4183
未決 定 商業 50．62 ア．915 ．26 ．379

工 業 66．213 ．69 ．312 ．166

　能力観 に 関す る設問で は、進路 決定者 と未 決定者の 間 に （1）1
．
勉

強の 成績 は 能力で は な く努力で 決ま．る 」、  「出世する か しな い

か は 能力 の 問 題 だ」．に却い て 違い

炉み ら れ た （表12） 。 普通科の

決定者 で は、（1＞に．つ い て 「とて もそ う思 う」 とす る比 率炉未 決 定

者 よ り高い が、逆 に職 業科 で は 未 決定者の 方が 高 くな っ て い る、、

普通 科特 有 の 未 決 定 者 の 析出 メ カニ ズ ム と関連 して い る可 能 性が

考え られ る。

　 　 　　 　 　　 表12 学科別進路決定 と未決定者の 能力観

学科

とても

思 う

まあ そ

う思 う

あま り

な い

全然思

わ な い 実数

普通 43．943 ．610 ．42 ．1676
決定 商業 42．448 ．98 ．5 ．

0．3 鄰

工 業 40．2 召2．811 ．25 ．8348成績 は能 力では

な く努力 で 決 ま る 普通 38．546 ．211 ，Q4 ．4182
未決 定 商業 44．343 ．o11 ．41 ，379

工 業 53．O31 ．89 ．16 ．166
普通 7．22D ．243 ．129 ．5678

決定 商業 5．91B ．653 ．222 ．3 講

工 業 14．319 ．84Q ．125 ．8349出世 する か しない

か は能力の問題 普通 6．626 ，544 ．222 ．7181
未決定 商業 5，116 ．546 ．831 ．779

工 業 16．715 ．237 ．9 ヨ）．366

8 ．ま とめ と今後 の 課題

　未決定者 に は、い くつ か の タ．イブ が 存在 以 そ れ ぞれ 析出 され

る構造 も異 なる こ とが 示峻された。今後は、未決定 の タ イ プ と析

出構 造 の 対 応関 係を明 らか にす る 予定 で ある。さ らに 生徒白身の

家族 との 関係 な どに も着 凵 した 分析 も必要で あろ う。
．
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