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1．　 は じめ に

　 学歴 ・選抜 ・進路 とい っ た問題は、日本 の 教

育社 会 学に と っ て 中心 的 な テ ーマ の
一

つ で あ

る。しか し、そ の
一

方で学歴 ・選抜研究 にお け

る ブ レ イ ク ス ル ーの 必 要性が指摘され る よ うに

な っ て す で に 久 し い 。社会閇題 と して扱 わ れ る

機会 もか つ て ほ どで は な くな っ た こ と、そ し て

学会自体 の 拡大 に伴 っ て扱われ るテ ー
マ も多様

に な っ た こ ともあ っ て 、こ の領域は やや 「古い 」

テ ー
マ と見 な され る こ とさえあ る。「若 い 世代

の 研究者は こ の テ
ー

マ を避 けて 通 る 」 と い う傾

向 さえ指摘 され る こ ともあ る （高橋 1996）。

　 しか し なが ら、も し学歴や 選 抜の 研究がす で

に先行世代 に や りつ くされて しま っ た領域だ と

い う認識があ る とすれ ば、そ れ は ま っ た く誤 り

で ある とい わなけれ ばな らな い 。単純 な話で あ

る が 、 従来の 研 究 は 大筋で は 「欧米」 と の対比

に お い て こ れ ら の 問題 を と らえ て きた の で あ

り、単純化 を恐れ ず に 言 えぱ 、
「非欧米 」 は 手

つ か ず の 状態 と い っ て もい い すぎで は ない か ら

で ある 。 菊池 （1992） も述 べ て い るよ うに、新

た なブ レ イ ク ス ル ーの 萌芽が 比 較研究 と歴史研

究 にあ る とす る な らば、す で に 近年厚み を増 し

て い る歴 史研究 と並ん で 、従 来 ほとん ど取 り組

まれ て い な い 「非欧 米 」 との 比 較研究 に 大 きな

可能性 が ある こ とは明 らか で あ ろ う。

　私た ち は 、 以 上 の よ うな問題意識 か ら、日本

と 同様の 学歴社会で あ り、日本以 上 に激 しい 受

験 競争 の 社会 とい われ る 韓国を比 較対象と して

取 り上げ る 。 そ の 理 由 は 、従来言 わ れ て き た 「日

本 的特質 」 を相対化す るためには、日本 同様 に

激 しい 受験競争や学歴社会が 指摘され る国 と の

比 較が 不可欠 だ か らで ある。と りわけ古来 中国

文化の 影響を受け、戦後は ア メ リカ の 影響受け

て きた とい う共通点を有 し、しか も相互 の 文化

交流も古くか らあ っ た韓国 との 比較 は 、 単純な

文化論的解釈に 還元 しえな い 社会構 造

・制度などの 違い に よ る差異を検討す るの に適

して い る。そ こ で 本研究は 、日韓の 中学生 ・高

校生 へ の 比較調査 を実施 し、両社会 の 異同を分

析す る こ とで 、従来欧米 との 対 比 で 論 じ られ て

き た学歴 ・選抜 ・進路 に 関わ る 研 究領域に
一

石

を投 じる こ とを目指す。
2．　 調査の概要

　私 た ち は 、約 5 年前 よ り 日韓の 教育を比較研

究す るため の 研 究会を組織 し、文献 ・資料 の 検

討を進 め て きた 。 本報 告は、こ の 「比較教 育社

会学研 究会」 にお い て 実施され た 、日本 の 中学

生 ・高校生 、 韓国の 中学生 ・高校生 を対 象 とし

た 質問紙調査 の 分析結果 の 報告で あ る 。 調査 票

は 、 中学生 と高校 生それぞれ の 調査票 を作成 し、

中学
・
高校 の それ ぞれ に つ い て 両国 の 状況を踏

まえ て 可能 なかぎ り同 じ内容 の 質問項 目に よっ

て 構成 した。翻訳は原則 と して 研究会内で行 い 、

複数回 の ネ イ チィ ブ チ ェ ッ ク を行 っ て 微調整

し、都合 4 種類 の 調査票 を作成 した。調 査内容

は 、 学校、友 人、進 学 に 対す る意識や行 動、社

会観、家庭環 境な どで ある。ま た
一

部 の 対象校

に つ い て は直接訪 問 し、聴 き取 り調査 ・資料収

集 を補足的に行 っ た。調査地域は 、大都市と地

方 それ ぞ れ の状況を把 握す る た め に、中学 ・高

校 ともに、東京 お よ び地方都 市、ソ ウル お よ び

地 方都市 の 4地点 と した 。 調査方 法 は、学校 通

し に よ る集合 自記式調 査 で あ る 。 ただ し、無 作

為抽 出 で はな い 点 に は
一

定 の 留保 が 必要 で あ

る。
・中学生調査 に っ い て

　 卒業直前 の 中学 3年生 を対象 と して 、韓国版

を ソ ウル 市 と江原道 A 市 に お い て 2000 年 2月 に

実施、日本版を、東京都 23区 と群馬県内 の B 市

に お い て 2000年3月 に 実施 し た 。 サ ン プル 数 は

韓国 が 1056名で あ り、内訳 は 、ソ ウル 市が 7つ

の 中学校 の 518名 （男 211、 女307）、江原道 A 市

が 5つ の 中学校 の 538名 （男323、女215）で あ る 。

日本 は 1097名 、内 訳は東京都 23区 が 6つ の 中学

校 の 554名 （男297、女257）、群馬 県 B 市 が 7っ

の 中学校 の 543名 （男 287 、女256 ）で あ る。
・高校生調査 に っ い て

　進級 したば か りの 高校 3 年生を対象 と し て 、

韓国版をソ ウル 市 と江原道 A 市にお い て 2000年
3〜5月 に実施 、日本版 を、東京都 23区 と鳥取県

内の C 市にお い て 2000年4〜6月 に 実施 した 。 サ

ン プ ル 数は 韓国が 1354名で あ り、内訳は 、ソ ウ

ル 市 が 7っ の 高校 の 862名 （男 592 、女270）、江

原道A 市が 5つ の 高校の 492名 （男243、女249）
で あ る。 日本 は 1439名 、内訳 は東京都 23区 が 7

っ の 高校 の 1063名 （男 535 、女528）、鳥取県 C

市が5つ の 高校 の 376名 （男198、女 178）で ある 。
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3．　 韓国の 教 育制度

　韓国 の 学 制 は6−3−3−4制 とな っ て お り、 日本

と同じ く単線的な教育制度が敷かれ て い る。初

等教 育機 関 で あ る 初級学校 と前期 中等教育機関

で あ る 中学校 へ の 就学率は ほ ぼ 100 ％で あ り、

近年 で は中学卒業者の 高校進学率 も99％を超 え

て い る 。

　高等学校は 、日本の 普通科高校に相当す る
一

般 系高校、職 業教育を行 う実業系高校 とに大き

く分け られ る。大都市部に お い て は
一
般系高校

の 「平準化措置 」 が とられ て お り、選抜 を通過

した
一
般系高校進学希望者 は 、抽選 に よっ て 学

区内の 高校に 振 り分 け られ る。 こ の 制度は 私 立

高校 に対 して も等 し く適用 され る もの で あ るた

め 、平準化地域にお い ては 、公 立 一
般系高校と

私立
一

般 系高校 との 問に 実 質的な相違が認め ら

れな い 。

　高等教育機関は、職業教育を主目的とす るニ

ー
三年 制 の 「専門大学 」 と四年制大 学とか らな

る （注 ： そ の 他、「各種 学校 」 な どが あ る）。

国公 立 、私 立 の 別 を問わず 、四年制 大学及び専

門大学 へ の 進学を希望する者は 、原 則的に 、全

国規模 で 行われ る 「大学修学能 力試験 」 を受験

しなけれ ばな らな い 。

　高校卒業者の 高等教育進学率は近 年大き く上

昇 し てお り、1999年時点 で は、現役進 学者 だ け

で 66．6％ とい う高い 水準に あ る。これ を学校種

別に見 ると、専門大学への 進学 率が 21．3％、四

年制大学 （「教育大学」 を含む） へ の 進学率が 4

4．9％ とな っ て い る （教育部 ・韓国教育開発院

（1999 ）『教 育統 計 年報 1999』）。ま た、大学

院 へ の 進学者 も最近 で は増加 の
一

途 を辿 っ て お

り、1999年 の 大学院進学者数 は 84，　273人 に 達 し

て い る。これ を 四 年遡 っ た 1995年の 新規高卒者

数で除す るとそ の 値は 13．0％ とな り、ご く単純

に 言 えば、高校 卒業者 の 8 人 に 1 人 が大学院に

進学 して い る こ と になる。

4． 本報告の 内容

　本報告で は、受験体制、生徒文化 、ジ ェ ン ダ
ー

の 面か ら 日本と韓国の 比 較分析を行 う。

　まず藤田 が 、中学生調査 をも とに 、受験 体制

へ と子 どもたちが取 り込まれ るメカ ニ ズ ム につ

い て検討する。次に 熊谷 が 、高校生調査 をも と

に、高校の トラ ッ キ ン グ構造と生徒文化 に 関す

る 日韓比較 を行 う。最後 に 金 が 、高校生 調査 を

も とに、日韓に お け るジ ェ ン ダー
分化 の あ り よ

うの 違い を分析す る 。

　なお、本研 究 は 、同
一

コ ン セ プ トと同
一

デ
ー

タ に基づ く 2 発表 よ り構成 され て お り、他 の 分

析結果に つ い て は、「学校 ・進路 ・学歴 の 日韓

比 較
一
中学生 ・高校 生 の 調査 を もとに （1 ）一」

を参照 して い た だ きた い。

5．　 受験体制 へ のイ ン ヴォ ル ヴメ ン ト

　 こ こ で は 中学生調査を もと に 、日韓 両国にお

ける受験体制 へ の イ ン ヴォ ル ヴメ ン トの メ カ ニ

ズ ム を、生徒たち の 行動 （勉強時間） と意識 の

両面 か ら探 っ て い こ う。

　 まず、高校進学過 程 に お ける生徒 た ち の 行 動

を、勉強時間 とい う側面か ら見て み よ う。 塾 な

どを含まな い 平 日 の 勉 強時間 を尋ね た と こ ろ 、
一日 あ た り平均 し て 日本が 119．26分 （1．　99時

間）、韓国 が 115 ．81分 （1．93時間）で あ り、T

検定 の 結果、日本 と韓国との 間に 有意な差は な

い 。塾や家庭教師 （韓国で は課外）を利用 し て

い ると答え た割合は 、日本が78，7％、韓国が45．

6％ で あ っ た 。 そ こ で 、塾や家庭教師 な どを利

用 して勉強 して い る時間を尋ねた設問に 対す る

回答を上記 の 勉強時間に 加 え る と、日本 が週 あ

た り平均 して 1039．96分 （17．3時間）、韓国 が 95

7．07 （16，0時間） と な り、T 検定 の 結果、そ の

差は有意 で あ っ た。また、「中 3 にな っ て か ら、

友だ ち との 遊び や趣 味な どをや めた り、へ ら し

た り した 」 とい う設 問を肯定 した 割合は 、日本

で 45，6％、韓国で 27，5％ で あ っ た。受験 体制 を

「生 活 が 進学に 関する勉強を中心 に組織 され る

こ と」 で あるとす るな らば、日韓両国 にお け る

中学生 3 年生た ち の受験体制 へ の イ ン ヴォ ル ヴ

メ ン トの 度合 い は同程度 で あ るか、日本 の ほ う

が やや高い とも言 えよ う。

　次に 、両国の 生徒たち の 意識 を競争、入試 へ

の 不安、努力 とい っ た側 面か ら見 て み よ う。 第

一
に 、高校 進学 を同 じ学校 の 友だ ち との 競争だ

と感 じて い る か どうか とい う設 問 を肯定 した割

合は 、韓国 が 35．7％、日本が 21．1％に すぎな か

っ た。両国 とも、高校 へ の 進 学過程 を学校 の 友

だ ちとの 競 争だ とは 感 じ て い な い 者が多数 を 占

め て い る。第 二 に、希望す る高校 へ 行けない か

もしれな い と不安 にな っ た とい う設問 を肯定 し

た 割合は 、日本が 79．2％、韓国 が 52，7％ と な っ

て お り、カイ ニ 乗検定 の 結果 、そ の 差 は有意 で

あ っ た。 日本の ほ うが受験に際し て 不安を感 じ

る 割合が高 い 。第三 に 、
一

流 大学 に 入 るた めに

一
番重要な もの を尋ねた設問に対 して 「本人 の

努力 」 と回 答 した割合 は 、両 国とも 8割 程度で

あ っ た （日 本 179 ．5％、韓国 ： 79．6％） の に 対

し、「自分 は 、ど ん な難 し い 大学 で も努力 す れ

ば入 学 で き る 」 と い う設 問 で 自 ら の 努 力 の 限界

性 に つ い て 尋 ね た と こ ろ、日本 で は 35．　7°

／・に 過

ぎな い が、韓 国 で は 70．0％ もの 生徒 が 肯定 した。

日本 よ りも韓 国 の 中学生 た ち に 、努力信仰が 強

い と言 え よ う。

　以上 の よ うに 、日韓両国の 中学生 たち の 行 動
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か らは 、両 国 とも勉強 を中心 と した 受験体制 へ

と取 り込 ま れ て い る こ とが 示 され る
一

方 、彼 ら

の 意識 か らは 、高校進 学の 過程を 「敵対的競争 」

とい うイ メ
ージ で 捉 えた り、日本に お け る受験

体制 へ の イ ン セ ン テ ィ ヴ を 「努 力信仰 」 と して

捉 え た りす る こ と の 限界 が 示 唆 され る の で あ

る。そ こ で 、進 学 ア ス ピ レ ー
シ ョ ン や勉強時 間

の 規定 要 因 に つ い て 重回 帰分析 を用 い て 検討

し、日韓 の 受験体制 へ の 誘 引 メ カ ニ ズ ム を さら

に 考察 し て い こ う。

　進学 ア ス ピ レ ー
シ ョ ン は 、

「学校 ・進路 ・学
歴 の 日韓比較

一
中学生 ・高校生 の 調査を もとに

（1 ） 一
」 に お い て 、有 田 が 高校生調査 を もと

に 韓国 よ りも 日本 の ほ うが階層の 規定力 が高 い

こ とを見 出 し て い る が 、中学生 調 査 で も同様 で

あ っ た 。それ に 対 し 勉強時聞の 規定要因 は 、日

本 の 中学生 た ち の 場合 、階層 要因 が 有意で は な

く 、 韓国で は 若干 、階層要 因が有意に規定 して

い る。また、勉強 時間の 規定要因 と して 、進学

ア ス ピ レ ー
シ ョ ン が韓国にお い て の み 有意で あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 s　　1

る
一

方 、 入 試 に 対する不安が 日本にお い て の み

有意で あ っ た 。

　 韓国 で は 、階層に 関わ らず進学ア ス ピ レ
ー

シ

ョ ン が 高く、そ れ をイ ン セ ン テ ィ ヴと して 「努

力信仰 」 の もとで 勉強 を中心 と し た受験体制 へ

と取 り込 ま れ て い くと言 える の で はな い か 。 そ

れ に 対 し、日 本 で は進学 ア ス ピ レーシ ョ ン が 階

層に よ っ て 規定 され、韓国 に比 べ 全体 的に低 く

お さ え られ て い る に も関わ らず、勉強時間 は 階

層に規定 され ず、韓国 と同程度 かそれ 以上 とな

っ て い る。日本 で は 、進学ア ス ピ レー
シ ョ ン で

は なく、む し ろ入試 に対す る高 い 「不安」 をイ

ン セ ン テ ィ ブ と して 受験体制 へ と取 り込 まれ て

い くと考え られ る。

　以 上 に加 え、群馬県 B 市の ほ うが 東京都 よ り

も、 江原道 A 市 の ほ うが ソ ウル 市 よ りもそれ ぞ

れ 勉強時間 が 長 く、しか も勉強時間 を 目的変数

と した重回帰分析 の 結果 で も地域 ダ ミ
ー

の 規定

力 が 大 きい こ とが 示 された 。 ま た 、高校進学に

関わ る意識に つ い て も同様 に 地域 によ る 偏差 が

見 い だ さ れ た。 こ れ は、選 抜 シ ス テ ム が受験競

争 の あ り よ うを規定する と い う 「受験競争 の 社

会的構成」 （藤 田　1996 ）を示 し て い る の で は

な い か 。

　た とえば、ソ ウル 市にお け る平準化措置は 、
江原道 A 市 で は 導入 され て い な い 。また、東京

都 にお け る私 立高校 も含め た選 択肢 の 多様 さ

は 、群馬 県 B 市には な い 。紙幅 の 都合で 詳述は

できな い が、分析の 結果、こ うい っ た各 地域に

お ける選抜シ ス テ ム の 違い が 、高校進学 をめ ぐ

る中学生 たち の 意識 と行動に影響を及 ぼ し、各

地域の偏差を作 り出 して い る こ とが示 され た。

　以 上 の よ うに 、 受験体制 へ の イ ン ヴォ ル ヴメ

ン トは 日韓で 異な る メ カ ニ ズ ム の も とで 生起 し

て お り、また 、 各地域に お ける選抜 シ ス テ ム の

あ りよ うが 生徒た ち の イ ン ヴォ ル ヴメ ン トの あ

りよ うを規定 して い る の で あ る 。

6．　 高校 トラ ッ キン グ構造の 違い と生徒文化

　 こ こ では、高校 生 を対象 として 、学校生 活や、

ラ イ フ コ ース に お ける学校 ・学歴 の 位置 づ けな

どをめ ぐる意 識や 行 動 に っ い て 比 較考察を行

う。

　 は じめに、い くっ か の 質問項 目 を用 い て 、日

本 と韓国 の 高校生 の 全体的な傾向を概観 してお

くこ とにす る。

　 まず 、全 体に 韓国の 高校生 の ほ うが 、学業達

成に 重点を置 い て い る こ とが わか る。学 習時間

を例に とる と、「学校 ・進路 ・学歴の 日韓比 較
一

中学生 ・高校生 の調査 をもとに （1）一
」 で

渡辺 が 詳細 に分析 して い るよ うに、両国で 大き

な差が ある。学業に関する意識 を見てみ る と、

例 えば 、
「睡眠時 間を削 っ て まで よい 成績 を と

ら な くて も よ い 」 との 質問に肯定的な回答 を し

た人 は、日本 で は 70．　40／， 、 韓国で は 36，1％で あ

る （p＝0．000 ： カ イ ニ 乗検定 に よ る有意確 率 、

以下 同様 ）。将来展 望 ・ライ フ コ
ー

ス 観に 関わ

る 、 学歴 へ の 意識 を見 て み る と、 「ど ん な学校

を出 た か に よ っ て 人生 が ほ とん ど決ま っ て しま

う」 との 質問に肯定的な回答を し た 人 は 、日本

で 40．8％、韓国 で 63．0％ で あ っ た （p＝O．　OOO）。
また 、 学歴 の 効用に っ い て は、「高い 収入 」 「高

い 地位 」 とい っ た項 目で は 、 日韓 ともほ ぼ 9 割

以 上 の 肯定率だ っ た が 、「社会に 出 た ときに役

に 立 つ 友人が得 られ る 」 （日本36．0％、韓国52．
7％ 、 P＝0．000）、「周 囲 の 人 か ら高 く評 価 され

る」 （日本 78．2％、韓国88．4％ 、p＝O．・OOO）、な

どの 項 目で は 韓国 の 高校生 の ほ うが 高く評 価 し

て い る。そ の
一

方 、 同 じ設問で 「や りが い の あ

る仕事が で きる 」 （日本54．0％、韓国 36．2％、p

＝0．000 ）、「教養 が豊 かに なる 」 （日本 65，6％、

韓国60．8％、p
＝O．　009）、な ど の 項 目で は 日本の

高校生 の 肯定率の ほ うが 高い 。 こ の こ とか ら、

韓国 の 高校生 は 日本の 高校生 に 比 べ 、特に学歴

の 手段的な効用 を評価 して い ると考 え られ る 。

　次に、学業以外 の 学校 生活に つ い て の 項 目を

概観す る。高校 は どの ような と こ ろか を尋ね た

質問で 、日韓で大きな差が 見 られ た の は 「自由

に生活 を楽 しむ とこ ろ」 で あ り、肯定率は 目本

で 54．　2％、韓 国 で は25．1％ で あ っ た （p＝ O．　OOO）。
また 、「遅刻する こ とが 多い 」 （日本32．4％、

韓国 18，5％、p ＝ 0．000 ）、「学校 の 授業を さぼ っ

た こ とがあ る 」 （日本34．7％、韓国21，4％、p ＝ 0，
000）、な どか ら、学校 へ の し ば り が韓 国 の ほ う
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がやや強 い こ とが うか が え る。さて 、学校外で

の 生活を見 て みる と 、 電話や テ レ ビ ドラ マ 視聴

な ど 、メ デ ィ ア接触 に 大き な差 は 見 られ なか っ

た が、「休 日 には友達 と繁華街で 遊ぶ 」 （日 本 5

L7 ％ 、韓国 62，6％ 、　 p＝ 0．000 ）、「最新 の ヒ ッ

ト曲が歌え る 」 （日本58．6％、韓 国82．6％、p； 0，

000 ）、
「流行 に敏感だ 」 （日 本 38．8％ 、韓国 5L

8％、p＝0．000 ）、 な どで は韓 国 の 高校生 の 肯定

率が高 くな っ て い る。

　以 上 は 、全体的な傾 向 で ある。し か し、従来

よ り．、 生徒 文化研 究に 関 して は 、学校 ラ ン クな

ど の トラ ッ ク が 、 生徒文化 の 分化 を 大 き く規定

し て い る こ と が 指摘 され て い る。 こ の た め 、日

本で も韓国で も生徒文化 は
一
様で は な く、分化

し て い るで あ ろ う。

　そ こ で 高校 の 位置づ けを見 て み る と、韓国 の

学校 シ ス テ ム は 、「3．　韓国 の 教 育制度 」 で 触

れた よ うに 、 単線型 の 6−3−3−4制 を採 っ て い る

とい う点 で 日本 と共 通 で あ る。 しか し、．同時に

触れ た よ うに 、 高校入試 の し くみ は 日本 と大 き

く異 な り、大都市部 （本調 査 で は ソ ウル 市） の

一
般系高校で は 、 平準化 措置 が 採 られ て お り、

構造的に違 い が見 られ る 。 結果 と して 、 ソ ウル

の 高校で は 、まず
一

般 系／実業系 と い う系 列 に

よ る トラ ッ ク が生まれ 、しか し同
一

系列内 で は

顕在的な形 で 学校間格差 と い う発想 は 生 まれ に

くい
。

　高校を め ぐる両国 の こ の よ うな構造的な違い

は 、高校 生 の 意識や行 動 の 分化 に も何 らか の 違

い を もた らす もの と考え られ る。そ こ で 、以下

で は 、こ の よ うな構 造 の 違 い に着 目 し て 、い く

つ か の 分析 を加 え て み た い 。なお 、こ こ で は、

韓 国 に つ い て は 平準化 の 行 われ て い る ソ ウル 地

区 の み を 対象 とす る。
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初め に予想 され る の は、
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 孚校 別生 徒 文化タイプ

　　　　　　　　　　　 日本は学業達成や学

校生活 へ の 意 味 づ け に対 して 学校差 が 相対的 に

大きく、ソ ウル 地区では平準化 の た めに各学校

の 平均値は 似た よ うなもの に な り、学校差に よ

る分化は相対的に小 さい と考え られ る。 代わ り

に 、ソ ウル では学校内で の 分化が進 んで い るの

で は ない か と考 え られ る。

　図 1 は、縦軸に学業 ・学歴 を中心 と し た 質

問を、横軸に学業以外 の 学校生活 へ の コ ミ ッ ト

や学校外文化 へ の接触を尋ね た い くっ か の 質問

を用 い て 、そ の 平均値を学校別 にプ ロ ッ トした

もの で あ る、各軸 の 数値は 、4 点尺度 の 質 問を

リ コ
ード した もの で ある （4 点尺度の うち、最

もプ ラス 方向 の 回答を＋1．5、次を＋0．5、やや否

定的な回答を一
〇，5、最 も否 定的 な回答 を一L5 と

して 計算）。縦 軸 はプ ラ ス 方向に 行 く ほ ど学業

達成や学歴獲得に 肯定的 で ある こ と を示 し、横

軸 はプ ラ ス 方向に行 くほ ど学校生活 の 学業以外

の 諸側面や、学校外 で の カ ル チ ャ
ーの接触に 肯

定的 で ある こ とを示す。これを見る と、日 本 よ

りは ソ ウル の ほ うが学業軸 に関す る差がやや少

な い よ うに も見受 けられ るが、学校差がな い わ

け で はない 。 こ れ に は地域性 （親 の 階層性）な

どを考慮 し て い く必要 が ある。
一

方、非学業軸

は ソ ウル も多様で あ る が 、こ こ で は 日本はす べ

て 共学校 で ある の に対 し、ソ ウル で は 男子校 ・

女子校 ・
共学校それぞれが あ る こ とに起因する

と こ ろが少な くな く、注意が 必 要で ある 。

　そ こ で 、次に ソウル 地 区 に っ い て、学校内で

の 分化 を見 るた め に成績 ト ラ ッ ク を用 い て 考 察

を進め る と、学業 へ の 構 えや 学歴効用など に つ

い て は、おおむね 日本の 学校 トラ ッ ク と同様な

傾向を示 して い る と言 え る。しか し、勉強 へ の

ス トレ ス へ の 肯定度は成績に関係な く、また親

か らの 期待の 度合 い も、成 績を問 わず、非常に

高 い 。
一

方、日本 では学校 トラ ッ ク に よ っ て こ

れ らに は違い が 見られ る。こ れ らか ら、単純に

日本の 学校 間 トラ ッ ク と ソ ウル の 学校内 トラ ッ

ク を同
一

視 して い い もの で はな い だ ろ う。

　 以 上 をふ ま え 、当日発表で は 、日本 の よ うに

高校入学時 か ら比較的は っ き りと学業達成の 方

向性が ある程度規定され て い る構 造を持 つ もの

と、ソ ウル 地 区 （の
一

般 系高校） の ように基本

的 には 不可避的に学業 へ の コ ミ ッ トを強 く余儀

な くされ る 構造 の 中 で 起こ っ て くる生徒文化 の

分化の 内実を、デー
タを提示 しなが らさらに追

求 して い く こ とに す る。

7．　 ジ ェ ン ダー
分 化 の 日韓比較

　日韓両国 で は高校段階で の 女子の進学率が男

子 の それ と変 わ らな い に もか か わ らず、日本 で

は高等教育進学に 依然 と して 性 に よる不平等が

存在 し て い る 。
こ の よ うな女子 の 教育機 会 の 獲

得 に は 「男 二 仕事、女＝家庭 」 とい う 「性役割

規範」 が存在 して い る こ とが 指摘 され て きた 。

しか し 、
フ ェ ミ ニ ズ ム 運動 や そ の パ ース ペ ク テ

ィ ブが 明 らかに して きた よ うに 、ジ ェ ン ダー
に
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よ る分化や そ の あ り様 は 社会的 ・文化的に 多様

で あ り、可変的で ある（コ ン ネ ル 森他訳 1993）。
こ こ で は 、こ の よ うな視点 に 立 っ て 高校生調 査

をもと に進学ア ス ピ レ ー
シ ョ ン に よるジ ェ ン ダ

ー
の 分化 に つ い て 日本 と韓国を比 較分析す る 。

　 まず、進学ア ス ピ レーシ ョ ン の 違 い に つ い て

み よ う。 女子 の 進学希望 をみ る と、韓国 の 方で

は 75，3％ の 者が 四 年制大学 、さらに は 大学院 ま

で の 教 育を希 望 して い る の に 対 して 、日本の 方

で は 四年制大学、大学院 ま で の 進学 を希望 して

い る者は 53％にす ぎな く、27，6％ の 者 が 短期大

学や専門大学ま で の 進学を希 望 して い る。 こ れ

を 男 女 別 に み る と、韓国 で は 性別 に よ る進学ア

ス ピ レ
ー

シ ョ ン の 違 い が ま っ た くみ られ な い の

に 対 し て 、日本 で は 「男子 は 大学 、女子 は 短大 」

とい う有意な違 い が見 られ る。女子 の 高等教育

進学の パ ター
ン が 韓国 で は 四年制 の 大学中心 で

あ り、 日本で は 二 年制の 短大が 中心 である こ と

の 反映 と 考 え られ る 。

　 「女 ＝ 家庭」 とい う性 役割分業意識 の 指標 と

して 希望職業 を取 り上げ、進学ア ス ピ レーシ ョ

ン との 関連をみ る と、大学 ・大 学院 ま で の 進 学

を 希望 し て い る者 の な か で は 、高い 学歴 を 必 要

とされ る専門
・管理職 に就 き た い と思 っ て る者

の 割合が 日本 と韓 国それ ぞれ 72．9％ 、97，8％で

あ り、進学ア ス ピ レ ー
シ ョ ン が 低 い 者 ほ ど

一
般

事務職 を 希望 し て い る （目本 ； カ イ ニ 乗72．177 、
sig ： ．ool 、　 DF ： 16、韓国 ： カ イ ニ 乗 78．070、　 s

ig ：，001、　 DF ： 16）。女子 の 進 学 ア ス ピ レ
ー

シ

ョ ン が 将来展望 の 分化 と結び つ い て る 形 で それ

ぞ れ 社会 の 教育制度や構造 を作 り出 して い る こ

とが うか がえ る の で あ る。

　 次 に こ れ らの 社会全般 の 性役割規範 との 関係

を階層変数を使 っ て 比較検討 した。女 子 の 進 学

ア ス ピ レ
ー

シ ョ ン を規定 する 影響力をみ る た

め、進学ア ス ピ レ ー
シ ョ ン を従属変数 として 重

回 帰分析 を 行 っ た。韓国 と 日本 とも に 共通 し て

父 親 の 職 業階 層 と学歴 階層 の 影 響が 現 わ れ る

が、日本 に お い て の み母親 の 学歴 が 女 子 の 進学

ア ス ピ レ
ー

シ ョ ン の 規定 要因 と し て 有意で あ

る。韓国 の 方 で は 母 親 の 学歴 の 効果 は み られ な

い 代 わ り に 、成績 が 規定要因 と して 有意な値を

示 して い る。

　こ の こ とか ら、メ リ トク ラテ ィ ッ ク な意識 と

ジ ェ ン ダー意識 を階層 と の 関連 で 検討 し て み

た 。 まず 、（女子 は ） 「就職 す る祭 に どの 学 校

を 出 た か が 重要 で あ る 」 とい う女子 の 学歴
・学

校 歴 効用 を従属変数に 、（女子 は） ［仕事 よ り

家庭を優先 し た ほ うが よい 」 「い い 学校を 目指

さな くて よい 」 「社会で活動す る能力は女よ り

男 の ほ うが優れ て い る」 とい うジ ェ ン ダ
ー

意識

を独立変数 に し た重回帰分析 の 結果 をみ る と、

目本で は すべ て の ジ ェ ン ダー意識が 女子 の 学歴
・学校歴 の 効用 意識 に 有意な効果を持 つ

。
「女

子 は …
」 と思 う者ほ ど 「仕事」 の た め の 学歴

・

学校歴 の 効用 をあま り評価 しな い
。 韓国に お い

て は 「仕事よ り家庭を優先 し た 方が よ い 」 とい

う項 目に関 して は有 意 で はな く、「仕事か、家

庭か 」 とい う性役割規範意識 が 業績 の 指標 とし

て の 学歴 ・学校歴 の 効用意識 に あま り影響 し な

い こ とが うか が え る。

　 さらに、業績 と し て の 学歴 ・学校歴 の 評価に

強 く結び つ い て るジ ェ ン ダー意識が 階層 とどの

よ うに か か わ っ て い る の かをみる と、韓国 よ り

も日本の 方 が 、階層が 高い ほ ど性役割規範意識

を否定す る傾 向 が 強 い 。 「仕 事 よ り家庭 を優 先

し た方が よい 」 と い う項 目 に 関 し て 言 うと、そ

れを否定す る者 の 割合 （全 くそ う思わな い ＋ あ

ま り そ う思わない ）は 、母親 の 学歴 が 大学 ・大

学院 卒 で あ る場合 は82，3％ で あ る の に 対 して 、

母親 の 学歴が 高卒の 場合は 67，7％ と有 意な差 が

み られ る。

　 これ らの こ とか ら、韓国 よ りも 日本 にお い て

成績 とい う学校の 業績に よ る 進学ア ス ピ レ ーシ

ョ ン 、さらに はそれ と結び つ い て る学歴 ・学校

歴 に よ る女子 の職業地位達成 とい うメ リ トク ラ

シー規範が 階層文化 と密接に コ ミ ッ トし て い る

と考 え られ る 。 す なわち、階層が高 い ほ ど、性

役割分業観を否定す る業績指向 の 社会化 を経 て

進学 ア ス ピ レ
ー

シ ョ ン が高め られ、将来 の 進路

選択を継続就業の 可能な専門職に 向け られ る と

い う、業績主義的 （メ リ トク ラシ
ー

）祉会化 の

メ カ ニ ズ ム が想定で きる の で ある。女子 に 限 っ

て 言 えば、韓国の 方 で は階層文化 と業績主義社

会化 が それ ほ ど強 く結び っ い てな い と言 え よ

う。

　 以 上 の こ とを手 が か りに、階層 以外 の 学校変

数 や 社会構 造認識な どが こ れ ら女子 学生 の 将来

展 望 に ど の よ うに か か わ っ て い る か に つ い て 詳

し い 分析 を進 め る予定 で ある。
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