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70 年代の 進路選択 と初期キャ リア

1 ．問題意識 と調査の概要

　（1 ）問題意識

　 90 年代以 降 、 若者の 教育か ら職業 へ の 移行

形態 は大き く変化 した 。 こ うした移行の 実態

の 変容 を捉 えるため、特 に変化の 著 し い 高校
生の 進路 や若年就業を 中心 と した研究が近年

数多く蓄積 されて い る 。 しか し学校か ら職業
へ 「間断 の ない 」 移行がな され た時代 とは 異

な り、ある
一時点の 調査分析だ け で は移行 の

変化 は捉 え きれな くな っ て い る 。 すなわ ち 、

学校を離れ た ときか ら安定 した就業 へ 移行す

るまで の 期 間が 生 じて い るた め 、 移行 の 実態

を正 確 に把握するた め に は 、これ まで よ りも

よ り長い 観察期間が求め られて い る と言 えよ

う。こ うした問題関心 に は、個人 を長期 間追

跡 した い わゆ る パ ネル デー
タが最適 で ある 。

けれ ど もわ が 国で はパ ネ ル デー
タは極めて少

ない
。

　本発表で は 、1970 年代初頭 よ り 80 年代に

か け て行 われた 、日本で は先駆 的なパ ネル 調

査を用 い て 、70 年代 の 進路選択 と初期 キ ャ リ

ア に つ い て 検討する。進路選 択 につ い て は 、

中卒者か ら大 卒者 まで 、進 路選 択 の 時 期 は

1970 年代全体に わた るが 、こ こ で は初期 の 選

抜で ある 15 歳時 の 進路選択 に特に着目す る 。

また初期 キ ャ リアに つ い て は 、か つ て の 若者
が どの ように して

一
人前 の職 業人 とな っ て い

っ た の か を明 らか にす る こ とを目的 とする 。

　（2 ）調査の 概要

　 「若年労働者の 職業適応 に関す る追跡研究

　（以 下進路追跡研究 とい う）」は 、 雇用職業総

合研究所 （当時） と国立教育研究所 （当時）

の 共 同で 行われ た調 査 で あ る。 「進 路 追跡研

究 」 は、もともと 国 立教育研究所が は じめて

い た 「長期的進路追跡研究」 が 中学 ・高校在

学時の 詳細な資料 を蓄積 して い たた め、層化

抽 出法 を と らず、 こ の 利点 を生 か す形で 、 国

研 調査 の 対象者 の 一部を引 き続い て 調査 の 対

象 と した もの で あ る 。 調査 の 分担 は、国立 教

育研 究所 が主 に 在学中の 者 を 中心 に行 い 、雇

用職業総合研 究 所が学 校を離れ て い る者 を対
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象に調査す る と い うかた ちで 行 われ た 。

　 追跡研究 の 調査対象者 は、1953 年か ら 55

年に か けて 生まれ た者 2820 人 （男性 1459 人

女性 1361 人）で 、7 都府県に また が る 71 校

の 学校 か ら、学級 を単位 と し て 1 学校 1 学級

の 原則 で選定 した 。 労働力 の 供給県か 需要 県

か を考慮 して 対象県を選 ん だが 、結果 的にす
べ て 関東以西の 件 とな っ た 。 追跡 は、15 歳か

ら 26 歳ま で 行われたが、調 査対象者が 多 く、

経済的 ・時間的困難 があ っ た た め、対象者 を

都道府県単位で 3 群に分 け 、 1 年ず っ 卒業年

次 をず ら して調査 を行 っ た （こ れ に伴 うデー

タの 問題点に っ い て は後述）。

　 調査 の 特徴 と して は、学校か ら離れ た者の

み を対象 とした調査設計の ため、対象者全員

に対 し て す べ て 同 じ調査 を行 っ て い るわけ で

は な い とい う点が 挙 げられ る。雇用職業総合

研究所は 17 歳 、20 歳 、 23 歳、26 歳の 計 4
回 の 調査 を行 っ て お り、中卒就職者 は 4 回す
べ て の 調査 対象者 とな っ て い る。 現役大学進

学者は 、 国研 が高校在学中に調査 を行 っ て お

り 、 職研 の 調査 で は 23 歳か ら対象となる。

ただ し 15歳調査 と 26 歳調査は全 員が対象者

とな っ て い る （表略）。

　 当時の 調査の 主 要な 目的をご く簡単に述 べ

るな らば、若者 の 職業 ・職場適応 の メカ ニ ズ

ム を解明す る こ とに あ っ た （雇用職 業総合研

究所 1988）。 追跡研究の 発足 当時は 、若者の

離転職 が 社会 的に 問題 視 され、離転 職は 職

業 ・職場不 適応 の 結果 とい う見方が
一

般的で

あ っ た が、「進路追跡調 査」の 主眼は、個人 の

職業 との か か わ りを一連 の 過程 と し て 、発 達
的に捉 えよ うとす る こ とにあ っ た とい う。具

体的に は 、   職業経歴 の 実態的 把握  進路選

択 と職業適応   離転職 と定着  職業世 界 にお

ける 自己 の 確 立   追跡研 究手 法の 検討 と開発 、
が 課題 と して 挙げ られ て い る 。

　なお調 査は 、 当研究所 → 労働省→ 都道府県

職業安定主務課 → 公 共職業安定所 → 調 査員 と

い うル
ー

トで 行 われ た
。 調査 方法は、訪 問面

接 （た だ し女性 に つ い て は
一部 を除き 23 歳

調査 以降郵送）で 、回答率は 26 歳時点 で 男
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性 が 83．1％で あ っ た。男性 の 場合、脱落者

（attrition ）は低学歴層で 主 に生 じて い た。

　本発 表では 、15 歳か ら 26 歳まで を追跡 し

た男性 の み の デ
ー

タ を用い て 、か つ て の 問題

意識 をさら に 深 め、再分析 を行 う。

2 ．70 年代の 進路選択

（1 ）は じめ に

　1970 年は 、 来 日した OECD 教育調査 団が、

「18 歳の ある
一

日」 の 成績の 結果一す なわ ち

大学受験 の 結果一に よ っ て 人生が決ま っ て し

ま うと表 現 した年で あっ た 。 しか し こ の 時代

は、1960年代に 比 べ れ ば急激 に減少 して い た

もの の 、まだ 中卒就職者 が少数 なが ら存在 し

て い た時期で もあ っ た の で ある。他方で こ の

時代には 、普通科＝進学、職業科 （専門学科）

；就職 とい う進路に分化 し て い た。すなわち、

中学卒業時の 進 路選 択一初期の 選 抜
一

におい

て進学 し ない
、 ある い は職業科 にす すむ こ と

が、そ の 後 の 人 生を大 きく左右す る、もっ と

い えば制約 する可 能性が あ る とい うこ とは、

誰の 目に も明 らか で あ っ た と考え られ る。

　こ こで 着 目 し た い の は、中学時に高い 業績

を示 して い た に もか か わ らず 、高校 非進 学

者 ・職業科進学者 とな っ た者たちで あ る 。 彼

らは メ リ トク ラテ ィ ッ クな基準に し た が っ て 、

選 抜が 行われ たわ け で は ない 。彼 らには どの

よ うな背景が あ り 、 また こ うし た 初期 の 選 抜

をどの よ うに受け とめたの か 。 また こ うした

初期の 選 抜で 敗者 とな っ た こ とは、そ の 後の

キャ リア に どの よ うに 影響 した の だろ うか。

彼 らは そ の 後 、 挽回 の チ ャ ン ス を得る こ とが

で きた の だろ うか。

　 こ うした課 題に 対 して 接近す る際、本調査

で 用 い るデータには以下の 利点がある。第
一

に、対象者全員 に対 して 、生徒に よる主観的

な成績評価ま た は平均評定値で はな く、統一

され た基礎能力検査を使 うこ とが で きる とい

う点で ある。本調査は複数 の 地域 ・学校に ま

た が っ て い る た め 、中学時点で の 成績を統一

的に把握で きる適性検査 ・基礎能力検査は 、

そ の 時点で 置 かれ た学力階層を表す指標 と し

て 有効で あ る と考え られ る 。第二 に、対 象者

に保護者 の 状況 を尋ね るの で は な く、直接保

護者調 査を行 っ て い るた め 、保護者の 状況や

希望がか な り正確 に把握で きて い る とい うこ

とが あげられ る 。 第三 に 、本調査は パ ネル 調

査 で ある こ とか ら、こ うした初期 の 選 抜が そ

の 後の キ ャ リア に どの よ うに影響 した の か を

明 らか に する こ とがで きる の で ある 。

　以 下で はまず、基礎能力検査 と中学卒業時

の 進路選択の 状況をみ る 。 次に基礎能力検査

と中学卒業時 の 状況 を組み 合わせ て 、6 つ の

類型に分類 し、そ れ ぞれの 集団に つ い て 詳 し

く検討 す る。最後 に、初期の 進路選 択が 26

歳時の 就業の 状況 に対 して どの よ うな影響 を

及 ぼ して い るか を分析する 。

（2 ）基礎能 力検査の 影響と進路選択

　15 歳時 の 基礎能力検査 に よ っ て は か られ
’

る業績 は、そ の 後 の進路選 択に ど の よ うな影

響 を与える の か。分析に先立ち、本分析 で 用

い る適性検査お よび基礎能力検査に っ い て 説

明 して お こ う。これ らの 調査は 、調査対象者

が 中学 3 年次に 在学 中 （昭 和 42− 45 年）に

国立教育研究所に よ っ て実施 された （略）。

　は じめに 、基礎能力検査 と進 路選択 との 関

連に っ い て 表に示 した （略）。表に 見る よ うに 、

基礎 能力検査 の 点数が高 くなる ほ ど高等教育

へ の 進学率が高くなっ て い る 。 全 体 と して は、

業績が 高い 者が高校 に進学する とい うメ リ ト

クラテ ィ ッ クな搆 図が成 り立 っ て い る とい っ

て よい 。

　 しか し基礎能力検査で は上位 ・中位集団に

所属 しなが ら 、 進学 し ない 者が
一定数存在す

る 。 こ の 高校非進学者 は、メ リ トク ラテ ィ ッ

クな要因、すなわち業績が伴 わな い ため に進

学で きなか っ た と は 考え に く い 。当然 の よ う

に予想 され る こ ととして 、家庭環境、特に 経

済的な状況が要因 と して 挙 げられ るだろ う。

それ で は彼 らは潜在的に は高 い 業績を示 しな

が ら、学歴に よ っ て 証明する機会 を得る こ と

がで きず、中卒 とい う低学歴の まま、低 い 職

業的地位に とどま る の だろ うか。それ ともそ

の 後の 職業生活にお い て 、挽回 の チ ャ ン ス が

与 え られ る の だろ うか。

　 さら に 高校に進学 した者に 限 っ て 、高卒後

の 進路を見て み よ う。 表に よれ ば、基礎能力

検査の ラ ン クに関わ らず、学科 の 差が実に 大

きい こ とがわか る。中学時代 の 業績が どうで

あろ うと 、 進んだ 学科 に よ っ て 進路が規定 さ

れて い る の で ある。

　 こ の よ うに 、15 歳 時の 業績で ある基礎能力

検査 と、中学卒業時 ・高校卒業時 の 進路選 択

は 、それ ぞれ 対応 して い るわ け で は ない 。そ

こ で基礎能力検査 と中卒時の 進路選択の 組み

合わせ か ら、  上位か ら中位 ・普通科   上位

か ら中位 ・職業科   下位 ・普通科  下位 ・職
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業科   上位 か ら中位 ・非高校進 学  下位 ・非

高校進学、の 6 っ の 教育選抜 パ タ
ー

ン を抽出

した。以 下 で は こ の類型 を用 い て 分析す る 。

　（3 ）高校進学時の 状況

　ま ずそれ ぞれ の 類型 が 中学卒業後 に どの よ

うな進路を希望 して い たの か を見て みよ う。

進学者 は い ずれ もほぼ 100％に近 く進学を希

望 して い た。非進学者は 、上位か ら中位の 場

合に は 全 日制 高校や高専 に進学 した か っ た者

が 46．1％を 占め る。他方で 下位の 場 合には 、
26．7％に とどま っ て い る。そ れ で は上位 ある

い は 中位 の者 は なぜ 進学に い た らなか っ た の

だ ろ うか。70 年代、中学卒業時の 進路 を分か

つ 要因 と し て 、家庭的背景の 影響が 大 きか っ

た こ と は容易 に 想像 され る。 保護者 の 学歴 に

は明 らか に差が 見 られ る 。 非進 学者が進学に

い た らな か っ た要因は経済的な要 因も大き い
。

また家庭 の 「職業選択」観に つ い て も差が見

られ る 。

　（4 ）初期の 業績と進路選択が及 ぼす影響

　 最後に 26 歳時点で の 就業 の 状況 を確認 し

よ う。調 査 を重 ね る中で 非進学 の 脱落者が 生

じて い る ため 、低学歴 者に 関 し て 、 サ ン プ ル

の 代表性 は保留せ ざるを得 ない こ とをあ らか

じめ指摘 してお く。

　 予想 され る よ うに、非進学者は技能 ・生産

がか な り多 く 、 専門管理 は ほ とん ど見 られ な

い 。 こ の 点で は、26 歳時点 で す ら、は っ き り

学歴 差が っ い た と言 える 。 それ で は 26 歳時

点で の 就業上の 地位は ど うか 。 脱落者 を除 い

た分析に よれ ば、以下 の よ うな傾向が見 られ

る 。 も っ と も常用労働者比 率が高い の は 、下

位 ・職業科進学カテ ゴ リ
ー

で あ る 。 非進学者

カテ ゴ リ
ー

で 目立 っ の は、家業従事が 多 い 点

で ある 。 しか し失業 ・無職 は、特 に上 位か ら

中位の 非進学 カ テ ゴ リー
で は低 くな っ て お り、

下位 ・普通科カテ ゴ リーと下位 ・非進 学カ テ

ゴ リーが 高 くな っ て い る。ほ ん の 数 パ ー
セ ン

トの 違 い で は ある が
、 中学時の 業績が高か っ

た 揚 合に は、26 歳時点 の 就業上 の 地位 とい う

点に お い ては それ ほ ど大 きな差には な っ て い

な い。すなわち、中学時に 高い 業績を上 げて

い なが ら 、 初期の 選 抜に お い て 敗退せ ざる を

得なか っ た場 合で も、その 後の 初期 キ ャ リア

の 中で 、ある程度は挽 回 の 可能性 があ っ た こ

とを示 して い る の で は ない だ ろ うか 。た だ し

特に 非進学カテ ゴ リーで は脱落者が多い た め、

仮説 的な提示 に とどま る 。

（堀　有喜衣）

2 ．70 年代のキ ャ リア パ ス と職業能力の 形成

（1 ）分析課題

　若者は どこ で ど う職業的な能力を身に つ け

て
一

人前 の 職 業人 となる の か
。 現在 、 学校か

ら職業 へ の移行経路 の 変化 とそれ に伴 う職 業

能力形成の あ りか た が政策的な関心を呼 ん で

い るが 、か つ て の 若者た ち は 実際 ど の よ うに

して
一

人前の 職業入 に な っ て い っ たの か 。 こ

の プ ロ セ ス に つ い て個人 レ ベ ル の デー
タ に基

づ い た 実証的分析 は こ れま で ほ とん どされ て

こ なか っ た。本発表 は 、 追跡調査の デー
タか

ら 1970 年代の 若年者た ちの 職業 へ の 移行経

路 と職業能力 形成 の 関係 を明 らか に す る こ と

を 目的 とする 。 こ こ か ら、現在 の 若者 の 移行

問題 を考える手 がか りを得る こ とが で きる の

で は ない か と考 える。

　 （2 ）分析方法

a ．主 なキ ャ リア パ ス の 抽出

　 最初に追跡調査結果か ら 70 年代 の 職業へ

の 移行経路 を明 らか にす る 。 新規学卒一括採

用 に よ っ て 、卒業 と同時に雇用期 限に定 めの

ない 安定的な就業機会 を得、そ の まま、少 な

く とも最終調査 時点で ある 26 歳 ま で 定着 し

て い る者は どの 程度い る の か 。 そ こ か ら外れ

た場合、ど の よ うなキ ャ リア パ ス が存在 した

の か 、ま た 、 学歴 はそ こ で どの よ うに働い て

い たの か を検討 し、主 なキ ャ リア パ ス を い く

っ か に整理 する 。

b．職業能力形 成 との 関連分析

　 っ い で職 業能力獲得状況に つ い て の 指標 と

な る変数を、26 歳時点 の 調査 か ら作成 し、こ

れ と、主 なキ ャ リア パ ス と の 関係 を明らか に

する 。 こ こ で 、職業能力は 、 中学卒業まで に

獲得 され た基礎的な能力、高校に進学 した揚

合 の 普通 教育 ・専門教育を とお して 身 に つ い

い た も の 、さ らに 、専門学校 、 短 大 、大学等

に 進学 した者が 専門教育を通 して の 獲得 した

も の 、職業訓練校、各種 学校等で の 訓練等を

通 して 獲 得 し た もの 、就業後 の 企 業内訓練で

の 身に つ い た もの 、さらに、就業経験 を通 し

て 獲得 されたも の が あ る と考え られ、さらに 、
こ うした フ ォ

ー
マ ル な学習や経験に 加 え て

、

そ れ ぞれ の 過程 で の イ ン フ ォ
ー

マ ル な経験か

ら身 に つ い た も の も想定 で きる。また 、能力

形 成 には モ ラール や職場 の 人 間関係な どの 要
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素 も大き く影響する と考え られ る 。
これ らの

職業能力形成に かか わ る様 々 な要素す べ て を、

こ うした調査か ら把握する こ とは不 可能だろ

う。 しか し 、
い くつ か の 要素につ い て は 、あ

る程度は測る こ とが で き る の で は ない か 。 キ

ャ リア パ ス に 内在す る経験や測 る こ と の で き

る経験 の 質 と能力形成状況 との 関係を さ らに

考察する 。

c，背景要 因 （学卒労働市場 の 状況）の検討

　加 えて、こ こ で 留意すべ き条件 があ る 。 調

査期 間 の 労働市場の 状況 で ある。これは 当然 、

学卒時 の 就職行動 とそ の 後の 離転職行動を大

き く規定す る 。 本デー
タ の 場合、パ ネ ル 調査

で ある こ とか ら学歴に よ っ て 卒業の 時期が異

なる 。 そ こ で 、まず、対象者の 学歴に よ っ て

卒業時点の 労働市場状況 が違 うこ とに注 目す

る必要が あ る 。 加 えて 、本 パ ネル は 1年ず つ

ず ら し た 3 つ の パ ネル を合成した もの で ある

とい う性格 がある 。そ こ か ら、さらに、同
一

学歴 で も労働市場の 状況が異なる者 が混在す

る点に も留意が必 要 になる。

　 ごく大雑把 に、本調 査対象者の 各学校段 階

別標準卒業時点の 経済状況 を概観す る と 、

1969 −1971　中学卒業　景気拡大期 ・中卒求

人倍率 4．8−6．8 倍

1972−1974 　高校卒業　景気拡 大期 、 オイ ル

シ ョ ッ ク ・高卒求人倍率 32 −3．9 倍

1974 −1975 　短大高専卒　オ イ ル シ ョ ッ ク

1976 −1978　大学卒業　オイ ル シ ョ ソ ク後

1979 −198126 歳調査 時　安定成長期

と整理す る こ とがで きよ う。

　 ま た 、 60 年代末か ら 80 年代初 め の観察期

間を通 じで 高学歴 化が進行 して お り、中卒 ・

高卒時点の 就職者比 率は ともに減少傾向に あ

っ た 。 69−71 年 の 中卒段 階で の就職者比 率は

15％−10％、72−74 年 の 高卒段階で の 就職者比

率は 52e／・−47 °

／， で あっ た。なお 、中卒養成訓

練は こ の 時点で はすで に後退 して い る。

さらに 、オイ ル シ ョ ッ ク 自体は 73 年秋 に 起

こ っ て い るが 、74年 3E 卒の 高卒者の 就職 に

は大 きな影響は与 え て い ない
。

一方、75 年 3

月短 大高専卒、76年 3 月の 大卒者で は 、内定

取 り消 しが起 きる など就職 に大 きな影響 を与

えて い る 。

か どうか 、ま た、26歳の 最終調査時点まで 同

一企業で就業 し続 けて い る か ど うか 、か ら新

規学卒就職を して 定着する とい う基本パ タ
ー

ン を分離 した。さ らに 、転職経験 、就業形 態

の 変化、26 歳時 点 の 就業状況か らキ ャ リア パ

ス の 抽 出を行 っ た 。 表 に示す とお り、 新規学

卒定着型 は 41．9％、学卒就職後の 転職者を含

めて も 7 割弱で あ る 。
ただ し、現在問題に な

っ て い るよ うな、ア ル バ イ ト等 の 就業や学卒

無業、またそ こ か ら後 に常用 雇用 に変わると

い っ た キ ャ リア パ ス は 、全体の 1 割 に とどま

っ て い る 。 現在 と違 っ て 多 い の は家業従事で

あ る 。 当時は 、我 が国全体で 自営セ クタ
ー

の

比率が 大き く、就業者の うち 自営業主 が約 2

割 、 家族従業員が約 1 割を 占め て い た 時代で

あ る 。

合計 1273100
．0

新規中学 ・訓練校定着

新規高卒定着
新規高等教育卒定着

4．016
．721
，2　　41．9

新規中等教育卒 1回転職 　　　8．9

新規高等教育卒 1回転職　　 4．3

新規学卒2回以上転職　　　13．3　 26．5

遅れて常用雇用

その 他か ら常用雇用

現職アル バ イト他

6．82
．31
．3　 10．4

当初か ら自営・家業 　　　　　7，0

そ の他か ら自営・家業従事 　　6．9　 13，q一
失業
就学中他無業
死 亡不詳

40822

り白

（3 ）分析結果

a ．キ ャ リア パ ス の 抽出

　キ ャ リア パ ス の 抽出 で は 、まず、各学校段

階卒業 と同時 に（常用雇用者で ）就職 し て い る

注 ；中 学、高校、卒業 直 後 に職 業 訓 練校や専修 ・各

種学校 に進学 し、卒業直 後 に入 職 し て い る場合 に は 、

中学、高校 の 新卒就 職 者 に含 め て い る。

b職 業能力の 獲得状況

　職業能力 の 獲得状況 を示 すも の として 「一

人前である か どうか 」 に つ い て の 自己 認識 と

使用 者側 の 認識 、「他祉で も通 用す る能力か

否 か 」 に つ い て の 自己認 識、賃金の 3 つ の 側

面 か らとらえ る 。

　 また、職業意識 に っ い て は 、継続 の 見通 し 、

職 業 自体 へ の 関心 （お もしろさ、適職観 、 や

り が い ）職場 へ の 適応 （人間関係 ）、こ れ らの

総合 と して の 仕事継続 の 見通 し をと りあ げる

こ とにする 。

　　　　　　　　　　　　　 （小 杉　礼子 ）

＜発表は、当 日 配布の レジ ュ メ に そ っ て 行 い

ます。〉
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