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　 通信制 高校 にお け る生徒 の 実態分析
一

大都市圏私 立通信制高校調査研究 を通 して
一一

　南本長穂 （関西 学院大 学 ）

○尾場友和 （関西学院 大学大学院）

1 ．研 究 の 目的 と問題 の 所在

　本報 告 で は 、高校教 育の メ イ ン ス トリ
ー

ム で あ る 全 日制 高校 で は な くオ ル タ ナ テ ィ

ブ な高校 、私 立 通 信制 高校 に着 目 し、そ こ

で の 生徒 の 学校 に 対す る捉 え方やそ の 営み

に つ い て 明 らか に す る こ と を 目的 と し て い

る 。

　 通 信 制高校 の 教育や シ ス テ ム に つ い て は

意外 と知 られ て い な い
。 学習指導要領 に よ

る と 、
い わ ゆ る教師 が 対 面 して 指導す る （ス

ク
ー

リ ン グ）授 業時間数 は 、教科 に も よ る

が全 日制高校 の お よそ 10分 の 1で ある。ま

た学校 行事 も少 な く、学校 へ の 関わ り方の

自由度 も高 い た め 、全 日制 高校 で 見 られ る

よ うな 濃密 な教 師 と生 徒 の 人間関係や 友人

関係 の 構 築な どは難 し く、通 信制 高校 の 中

に は 大 検 単位 、他校 で の 修 得 単位 （及 び 在

籍年数 ）、学 期 ご と の 単位認 定な どあ らゆ

る手法で 単位 認定 、累積を行 うた め に、「高

卒資格認 定機 関 」 （伊藤 1992） と揶揄 され

る学校 さえある。こ の よ うに通信制高校 は 、

そ れ 自体 だけで は制 度的 に社会性や人 間性

を 高め る こ と が 難 し い うえ に 、
「深 い 学 習

理 解よ り も高卒の 資格 の み を考え る生 徒 」

（石 垣 2002
，
255 頁）が 多 く在籍 し て い る こ と

で学力 面 で も、他 の 高校 と は
一線 を 引 か れ

る傾 向 が あ る 。

　 しか し 、 高 校教育 が ユ ニ バ ー
サ ル 化 し 多

様 な 生 徒 を 受 け入 れ て い か な けれ ば な らな

い 現状 を考え る と、通信 制高校で は 自学 自

習 を基 本 と し て い る た め 、個人 の ペ ー
ス で

教育 を受 け る こ とが 可能 で あ り、他 の オ ル

タナ テ ィ ブ ス ク
ー

ル とは違 い 、通信 制高校

は
一

条校で あ る とい うこ とか らそ の 公 共性

は増 し て い る とい え る。そ こ で本 報告 では 、

通信 制高校 の 生徒が 教 師 ・学校、授 業 、友

人 に ど の よ うな 関わ り方 を して い るの か に

つ い て 明 らか に し て い こ うと考えた。

　 以 上 の よ うな 構想 を 思 い 立 っ た の に は 、

高校 中途退学 の 研 究 と昨今 の 高校 教育改革

の 動きか らで あ る。 高校 中退 に つ い て は 、

多様 な生 徒 を受 け入 れ て い く よ うに な っ た

1980 年代前後か ら教育問題 と して 注 目され

る よ うに な り、中退 者の 発 生 要因 （秦 198D

や 中退者 の 中学校生活 、中退後 の 意識 ・就

労状 況 （小林 1996）に つ い て の 研究が盛 ん に

行わ れ た
。

　 ま た 、中央教育審議会 答 申 『後期 中等教

育 の 拡充整備』 （1966 年 ）で示 され た 「多様

化政 策」 が 、い わ ゆる 「四 六 答 申 」 を経 て

現実 の も の へ と移行 して い き 、 90 年 頃 か ら

高校 教育の 普及 に と も な う多様 な 生 徒に対

応す べ く、普通科、専 門学科 に つ ぐ第 3 の

学科 と し て の 総合学科や 単位 制高校 、中 ・

高一
貫 6 年制 の 学校 の 新設 が され て い っ た 。

　 しか し、多様 な生 徒 を受け入 れ て い くた

め に 「多様化政策」 が行 わ れ た に もか か わ

らず 、中退 率の 改善 は 見 られ ず 、オ ル タ ナ

テ ィ ブ ス ク ール で ある フ リース ク ール やサ

ポ
ー

ト校 （補習塾） と い っ た
一

条 校 で な い

学校が 隆盛 をみ せ る よ う に な っ た の で ある。

（菊池 ・永 田 2001 ）一方 、既 存 の
一条校 で

も オ ル タナ テ ィ ブ ス ク
ー

ル の 成長 と同 じ く

し て 入 学者 を増や し て い る 高校 が あ っ た 。

そ れ が 通信 制高校で あ る。発 足 当 初、勤労

青年 の 受け 入 れ を使命 とし て い た 通信制高

校 は 、産 業 構 造 の 変化等 で先 細 っ て い た の

だ が 、82 年 を境に増加傾向 に 転 じ、全 日制

高校 で は 通 うこ とが難 し くな っ た 生 徒 を受

け 入 れ るよ うに な っ て い っ た の で あ る 。

　 こ の よ うに 変貌 を遂 げ た通 信 制 高校 は、

オ ル タ ナ テ ィ ブ ス ク
ー

ル と は 違 い 、
一

条校

と い う正 統性 は 確保 され て は い る もの の 、

高校教 育の メ イ ン ス トリー一ム か ら見れば 距

離 が あ り、そ こ で の 生徒や学校 生 活は メイ

ン ス トリ
ーム の そ れ とは異 な っ た もの で あ

る こ とが推測で き る 。

　 2 ．調査 の 対象 と方法 ・時期

　 （D 調 査対 象

　近 畿圏に所 在す る私立 通信制 高校 2 校 （A

校 ・B 校） に在籍 し、調査 当 日回 答 し た 生
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徒 。

　 （2）調査 方 法 ・時期

　 A 校 ： 平成 16 年 3 月 の履修登 録時に 調 査

用紙 を配布 ・
回収 した。有効回 答者数は 163

名 。

　 B 校 ： 平成 16 年 6 月 の 授 業時 間中 に 配布

・回収 した 。 有効回 答者数は 73 名 。

　 3 ．主 な調査 項 目

（1）as査対象 の 高校生 の概要

「年齢 」、「性別 」、「就業 状況 」、「中学 3 年

生時 の 成績」、「中学 3 年生時の 欠席状況」、

「入 学す る まで の 経緯 」 な ど。

（2）入 学 の 動機

「高卒 の 必 要 な場 面が あ っ た か ら」、「高卒

資格 が な い とや りた い こ と が で き な い か

ら 」、「高校の 勉 強が し た か っ た か ら 」、「厳

しい 校 則 がな ぐ自由だか ら」、「学校行事 が

少なそ うだ か ら1 な ど。

（3）先生 と の 関係

「自分 か ら先生 の と こ ろへ行 く こ とが 多 い 」、

「卒業 して か ら も付き合 っ て い き た い と思

え る先生 が い る 」、「先生 に 注 意 され る こ と

が あ る 」、「尊敬 で き る先 生 が い る 」、「先生

の とと を信頼 し て い る 」、「先 生 と話 が し た

くて わ ざわ ざ登 校す る こ とが ある 」、「信頼

して くれ る 先生 が い る 」、「親 身に な っ て く

れ る先生 が い る 」 な ど 。

（4）友 人 と の 関係

「友達 と うま くや っ て い く自信 が あ る」、「学

校 の な い 日よ りもあ る 日の 方 が楽 し い 」、「こ

こ の 学校 の 生徒 は 問題 を抱 え て い る生徒 が

多 い 」、「学校 内 の 友達 の 数」、「学校外 の 友

達 の 数」 な ど 。

（5）授 業

「ス ク
ー

リ ン グ中は 自分 な りに真 面 目に 取

り組 ん で い る ほ うだ 」、
「ス ク

ー
リ ン グ 中は

マ ン ガ を読 ん だ りボ
ー

とす る こ とが あ る 」、

「授業 は 半分 以 上 理 解で き る 」、「授業 は や

さ し く感 じ る 」、「レ ポー
ト作成 に 苦 労す

る 」、「レ ポー
ト作成 に 要 す る時間 」 な ど 。

（6）学業生活

「中学の 時 よ り家で の 勉 強 時 間が増 えた 」、
「高校 生 で あ る と い う 自覚が あ る 」、「科 目

を選ぶ と き単位 の とりやす そ うな もの を 選

ん だ 1、「1 っ の 学期が短 い の で 自分 の 努 力

の 成果 が す ぐわ か り良い 」、「今後 の 人 生 に

自信 が つ い た 」、「入 学 し た ときよ り勉 強が

楽 u くな っ た 」、「全 日制 高校 の 生 徒 に比 べ

人 間的 に成長 し て い る 」、「こ の 学校 に来て

良か っ た と思 う」 な ど。

4 ．調査結果の 報告

表 1　 年齢

表 2 　性別

男 女 合計

所属 A 校 49．7％ 50．3％ 100．0％

B 校 52．8％ 47，2％ 100．0％

合計 50．6％ 49．4％ 100．0％

表 3 　就業状況

正 翫員 契 約　 　 ア ルパ

杜 員　　 イ ト

今 は 動 い

して な い

就業体

　なし

合 計

所属 A 校 2．0％ 07 ％ 　 47．7％ 44、3％ 2．0％ 100．0％

B8 ．6％ 11．4％ 　 45．7％ 24、3％ 2．9％ 100．0％

合 計 4．】％ 4．1％　 47．0％ 379％ 2．3％ 100．0％

表 4　 入 学する ま で の 経緯

中卒 退学後

す ぐ

退 学後

就労

退学
濯

無職

そ の 他 合 計

所 属 A45 ．6％ 28」％ 125％ 8．8％ 5．0％ 1000％

BB ．2％ 39．7％ 30．9％ 11．8％ 4、4％ 100．0％

合計 360 ％ 316 ％ 18．0％ 96 ％ 4．8％ 且00．0％
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（詳 細な分 析結果 等 は 当 日 配 布 い た します）
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