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現代女子高校生文化の 実態 とその 背景
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1　 問題の所在

　若者文化や生徒文化をみ るとき、 女子高校生

に対して は社会がもつ まなざし自体になんらか

の偏 りがある ように思える 。 男子生徒の場合は、

以前から暴走族やチーム とい っ た小集団を対象

と した議論もみ られたが、今日では 17 歳の危

機 に代表され る個別的な事件の背景なり問題性

を中心とした議論がある
一

方で 、 やる気がな く

だらしない 男子高校生とい っ た
一
般像 とい うも

の が強 く語 られて い るように思え る 。 これ に対

して 、 女子高校生に は、一般像として やる気が

なくだ らしがない 女子高校生 とい うイメージは

必ず しも確立 して い な い ように思える 。 全体像

で はな く女子高校生につ い ては、そのサブ ・カ

ル チ ャーグル
ー

プであ るい わゆる 「ギャ ル 」
「コ

ギャ ル 」 につ い て の実態に つ い ての社会的関心

がもっ とも大きい ように思われる 。

　その結果 、
マ ス コ ミなどで とりあげられるよ

うな女子高校生をめ ぐる今 日的状況は、当事者

である彼女らに対して様々な影響を与えて い る 。

彼女らは 、 マ ス コ ミで取 り上げられる女子高校

生像に対して、否定 する
一方で影響される面も

少な くな い 。

　また 、 女子高校生を消費者としてのターゲ ッ

トとする消費社会の影響も大きなもの がある 。

い わゆる 「ギャ ル 」雑誌の広告は、フ ァ ッ シ ョ

ン ブ ラ ン ド・シ ョ ッ プ 、 美容整形 ・ダ イエ ッ ト、

化粧品、装飾品、 携帯電話 、 中退者受け入れ高

校がほ とん どである。 また、これらの ス ポ ンサ
ー

とのタイア ッ プ記事と思われる ものも多い 。

つ まり、 女子高校生の方が男子に比べ 、消費の

対象として も主体として も優勢なの である 。 こ

の こ とは 、 女子高校生の主体性確立や成長に対
「

してプラス とマ イナス の両方の 方向に作用する

要素をもつ と考えられる 。

　その
一方で、高校教育の現場で も男女協同参

画社会の 実現とい う政策 目標をもとに した教育

内容の見直しや改革がお こ なわれ、さらに ジ ェ

ンダーフ リー教育に関心の強い 教師を中心にに

よ り具体的な実践が重ねられ、 広が りをみせ て

い る 。

　脱学校社会を生きる子 どもたちは、1 日の 多

くの生活時間を学校に費や しなが ら、 学校外の

現実社会に心 を奪われて い る 。 特にい わゆる「ギ

ヤ ル 」
「コ ギ ャ ル 」とい われる集団はその カル チ

ャ
ーの学校規範か らの乖離ゆえに、教師 と他の

生徒 （非ギャ ル ）から特別視されている 。 また、

学校外の 消費社会 と情報社会には 、 女子生徒の

ギ ャ ル化を促進する作用がある と考えられ る 。

　さらに 、 逆説的な言い方をすれば、 気が強 く、

反権威的な 「ギャ ル 」 の 言動や行動様式は 、 人

権尊重教育やジ ェ ンダーフ リー教育の効果 とみ

る こ ともで きよ う。 それゆえ、「非ギャ ル 」は 「ギ

ャ ル 」 を自分たちと違うと思い なが らも無視す

る こ とはな く、 大 きな関心を もっ てお り、影響

を受けて い る。

　そこ で 、 本研究で は女子高校生文化の現 状を、

今 日的視点で とらえ 、 さらに生徒が学校のなか

で どの ような 「関係性としてのセクシ ャ リテ ィ」

1
を育んで い るか 、 また、学校教育はその形成に

どの ようにかかわ っ て い るの かを考察するこ と

を目的とする 。

2　 調査の概要

　本研究は 、 5人か らなる高校 3年の女子 グル

ープが、1999年 11 月か ら 2000年 3月にかけ

て、い ろい ろな高校の 同 じ高 3の女子 13名 （中

退者 2名）をイ ンタ ビュ
ー

した内容と、彼女等

の イ ンタビ ュ
ーをもとに した現代女子高校生に

つ い て の語りを分析 し、そ の 上 で 、 1998年に同

世代の都立高校生 1，
200 人 に おこなっ た質問紙

調査 と勤務校を中心 とした観察をもとに、考察

を加えたもの で ある。

3　結果

　インタビュ
ーは 、 学校生活、 人間関係を中心

に、1人に つ き 40〜 90分おζなっ た 。

13 人の うち 、 自分の こ とを 11人は 「ふつ う」、

2 人は 「ギ ャ ル 」 と認識してい た 。

（1）現代女子高校生 の類 型化

　 自分の クラス をグル ープ 分け してみて くだ さ

い とい う問に対 して 、13 人中 10名が何らか の

グル ープ分けを して い る 。

1
藤田英典 「ジ ェ ンダーと教育」 世織書房 ，

1999
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　 「ふ っ う」 に対抗するグル
ー

プと して 「ギ ャ

ル 」 が存在 し、 約半数の対象者はそ の 二 項対立

とい う図式で クラス 内の グル ープを分けて い る

ことがわか っ た 。 女子高校生がみる 「ギャ ル 」

とマ ス コ ミによ り流布されてい る 「ギヤ ル 」 が

同一なもの で あるかに つ い て はともか く、少な

くとも多 くの 女子高校生には 「ギャ ル 」 が実体

として存在 し、多 くは 「ふつ う」 の女子高校生

とある種の対立的関係があるこ とを示唆 して い

る と思われた 。

（2 ）先生との関係

　先生の こ とをどう思うか とい う問い に対 して 、

全員が好きか嫌い もしくは何とも思わない と答

えて い て 、 基本的に好悪の 対象と してみ るか 、

評価に値 しな い と考えて い る。

　
一

方、 どの ような先生が い い の か とい う点に

つ い ては、 頼 りになるなる先生や話 しやすい先

生をあげア ン ビバ レ ン トな状況をみせ て い る 。

（3 ）親との 関係

　イ ン タビ ュ ア
ーが思っ て い た以上に、母親 と

はほ とんどの 女子高校生が よ く話すと答え、そ

の理由は 、 同性で ある こ とと服な どの 趣味やテ

レ ビ番組 ・タ レ ン トなどに共通の話題 があるこ

とをあげて い る。

　一方、父親 とはあまり話さない ケース が多 く、

そ の 理由は帰宅が遅かっ た り自分の生活時間と

合わな くて顔を会わすこ と自体が少ない こ とと、

会 っ て も共通 の 話題がな く、何を話 して い い の

かわか らない と答えてい る 。

（4 ）友人関係

　学校の友人 と地元の友人の どち らが仲が い い

か とい う間い には 、 学校 、 半々 、 地元 とい う答

えが、約 1／ 3ずつ であ っ たが、中退 した子は

い ずれも地元や中学の友人関係が強い 。

　また、学校の方が 多い とい う子はい ずれ も部

活動をやっ て お り、 部活動が学校での 友人形成

に影響 して い るの が確認された。

（5 ）パ イ ト

　バ イ トを して い るの は 5名で、して いない者

の うち 2名もア ル バ イ ト経験があっ た。

　アル バ イ トをする主な理由は、お金で あ りと

くに特定の買 い たい ものがなくても、 とりあえ

ず稼げぱ、雑誌やお店 ・バ ーゲンとかで買うも

の はい っ ぱい あるし、ケータイ代も大変で 、 学

校でペ ヅ トボ トル の飲み物が 買えな い とい っ た

貧しい 思いをしなくてよい か らだと答えて い る 。

　また、
バ イ トは学校 と違っ て 、 自分がい ない

と迷惑かけるかち 、 しっ か りや らなければと思

っ て い るとい っ た、 消費社会に主体的にも取 り

込まれ浮遊する状況があきらかとな っ た。

（6 ）メデ ィ ア

　暇な時はテ レ ビを見る こ とは共通 して い たが 、

「ギ ャ ル 」 や パ イ トに多忙な子は夜間、 家に居

ない ので、い わゆる人気 ドラマ などを定期的に

視聴することはなく、私的な友人関係が中心 と

な っ て い る。

　さらに、全員がケータイ又は PHS を所有 し

て い るが、使う派 ・使わない派、メール派 ・会

話派に分化 して い る。

4　考察一 「ギャル 」 を中心に
一

・「ふ っ う」 と 「ギ ャ ル」 を定義す る

　勤務校の修学旅行で沖縄に行 っ た際に、
「地元の中学生か ら

一
緒に 写真撮っ て 」 とい わ

れた の〜と自慢げに言っ て きた生徒は、ガ ン グ

ロ
、 金髪の 「ギ ャ ル 」 であ っ た 。 大都市に優勢

な こ の 生徒文化は どの ような実態と背景を有 し

て い るの だろうか6
　 「ふ つ う」 の 女子高校生 に対 して 「ギ ャ ル 」

をどう定義するの か ？インタビ ュ
ーア ーの彼女

たちも議論を重ねた。 そ の結論は、「濃 くて、き

つ い 」 で あっ た 。 濃い とは化粧が濃く、服装が

露出的で色使い が派手 、 性格や言動が きつ い と

い うイメージで定義された 。 こ こ には マ ス コ ミ

の みる、「ギャ ル 」
＝ 遊んで る子 ＝ 悪い 子の見方

はない 。
「ふっ う」 の 子も遊んで た り、悪か っ た

りして る し、「ギャ ル 」にもい い子やそれな りに

しっ か りして る子 もい るとみて い る 。

　結論を言えば、「まわ りより派手で 目立 つ 子

がギ ャ ル 」 とい う相対的な分類をして い る よう

に思える 。 よっ て、進学校におい て も 「ギャ ル 」

とい われ る子は い るが、その子は非進学校で は

そ の よ うには見られ ない 。 男子 におけ る暴走族

の ような固定的な存在でな く、学校などの中間

集団におい て相対的に区別され る い わば、まな

ざしである。
マ ス コ ミにと りあげられるの はそ

の なか の ご く
一
部にすぎな い 。

・場 と関係性

　援助交際い っ た関係性は、基本的に否定 され

て 、彼氏には 自分だけに優 しくしてほ しい とい

う関係性を求め て い る が、異性との友人関係に

つ い ては個別性が高い 。

　
一方におい て、「ギャ ル 」は逸脱的行動に対す

る許容性が高い が、ボランテ ィ ア活動など役割

期待を求め られ る場では、「ふつ う」へ の 「乗り

換え」 がおこ る こ とが観察され、与えられた場

におい て他者との関係性が構築される メ カ ニ ズ

ムが存在するこ とが確認された。

（分析の詳細につ い て は、当日に資料配布い た します）
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