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1 ．本 研 究 の 背 景 と 目的

　 本報 告 で は 、2004 年 1 月 に 当 時 の 高 校 3

年 生 を 対 象 に 実 施 し た 「高校 生 の 生 活 と 進 路

に 関 す る ア ン ケ
ー

ト」に よ り得 られ た デ
ー

タ

と、卒業後 の 10 月 に 実施 し た 追跡調 査 の デ
ー

タ を も とに 、進 路 意 識 や 進 路 指 導 と、そ の

後 の 進 路 選 択 と の 関係 に つ い て 検 討 を行 う。

追 跡 調 査 で は 、高 校 生調 査 時 に確 認 を 取 っ た

住所 に 質問紙 を郵送 し 、そ れ を回 収す る郵送

法 の 方法 を採用 して い る。ま た 】回 目 の 追 跡

調査 で は 、同 時 に 保護者 へ の 調査 も実 施 し て

い る。 こ の 発 表 は、「高卒者 の 進 路 選 択 と意

識 に 関す る 実証 研究 （1）」 に 引 き続 く も の で

あ り、特 に 出身 高校 に関 す る 変数 に つ い て は 、

断 りの な い 限 り、普通 科 は 四 年 制大 学進 学率

40 ％ 以 上 の 高校 とそ れ 以 外 の 高 校 に 分 け 、後

者 を進 路 多様校 と し 、進 路 多様校 と 総合 学科

を
一

つ の カ テ ゴ リ
ー

に ま とめ 、「進 学 校 」 「進

路 多様 校 （総合学科 を含 む ）」 「専 門学 科 （職

業 に 関す る課 程 を主 とす る学 科 ）」 の 3 分 類

を用 い る こ と に す る 。

　 こ れ ま で の 高 校 生 と進 路 に 関 す る研 究 の

多 くは 、 調査 対 象者 が 高校在学 中に 行 わ れ て

お り、主 と し て 学校 文 化 とそ こ で 形 成 され る

意 識 と い っ た 点 に 焦 点 が集 ま る 傾 向 に あ っ

た 。ま た 、 こ れ ま で の 教 育社 会 学 研 究 で は 、

在 学 中 の 進 路意 識 を 、実 際 の 進 路選 択 の 代理

変数 と し て 用 い る こ と も多か っ た が 、両 者 に

関係 が あ る こ とは 間 違 い な い と は い え 、両者

が ど の く ら い 密接 に つ なが っ て い る か に つ

い て は 、綿 密 に検討 され て こ な か っ た 。 本 調

査 に よ っ て 、ある人 物 の 在 学 中 の 状 況 や 意識

と、卒業 後 の 状 況 を フ ォ ロ
ー

ア ッ プ し、こ れ

ま で の 研 究 に お い て 実証 で き なか っ た 部 分

を補完す る こ とが 可 能 に な る 。

　そ こ で ま ず高校 生 の と き の 進 路 に 関 す る

意 識 と、高 卒 後 の 進 路 に 関す る 意識 の 変 化に

つ い て 、実 際の 進路選 択や 関 連す る意識 の 変

化 を考慮 し つ つ 検 討 を進 め る （第 2 章 ）。次

に 、高校 時 代 の 進 路指導 の 評価 とそ の 規 定 要

因 を 、学校 ラ ン ク 、進路指 導 の 特色 、進 路選

択 な どを踏ま え て 検 討 す る （第 3 章 ）。最 後

に 、高校 の 学科 な ど 、学校 の 特性 が 進 路 決 定

に ど うい う効 果 を も っ て い る か に つ い て の

検証 を試み る （第 4 章）。こ れ ら の 分 析 を通

して 、高校 にお け る 進 路 指 導 や 高校 で の 社 会

化 の 効果 が 、進 路選 択に ど う影響 し て い る の

か に つ い て 、 検 討す る こ とが 可 能 に な る 。

　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 （中澤 　渉 ）

2 ．進 路 （キ ャ リア ）に 関 す る意 識の 変

化 とそ の 規定要 因

（1）問 題設定

　本 セ ク シ ョ ン で は 、 進 路 意識 の 変 化 と そ の

規 定要 因 に つ い て 検 討す る。

　 バ ブ ル 経 済 崩 壊 後 、景 気 後 退 に と もな う完

全 失 業 率 の 上 昇 の な か で 、と く に 若 年 層 の 完

全 失業 率 が 高い 水 準 を 示 し て い た 。 学校 卒業

後 、職 に 就 け な い 無業者 、非 正 規 の 雇 用 形 態

で 働 い て い る フ リ
ー

タ
ー

、そ し て 、ニ
ー

トな

ど 、若 年 層 を め ぐ る就 業 問題 が 社 会 的 に 注 目

され た 。 景気 の 後 退 な ど の 循環 的要因 や、産

業構造や 労働市場 の 構 造的要 因 （玄 田　 2001 ，

原 　 2005，筒 井 　 2005）、ま た 、若者 自身 の

意識や態度 の 変化 （安達 　2004 ，下 村　2002 ，

2003 ）が そ の 背景 に あ る 。 こ れ ら は 、二 者 択
一

的な も の で は な く、相 互 に絡み 合 い 、問題

を深 刻 化 させ て い る 。
一

方 、学 校教育 の 側 面

か ら見 る と 少 子 化 に よ り、以 前 に比 べ 高等教

育 へ の 進 学 が 容 易 に な っ て お り （耳 塚

2000）、さま ざま な入 試 方法 が 実施 され た り、

専 門学 校 ・各 種 学校 へ の 進 学者 が 増加 す る な

ど高校 卒業後 の 進学 は 多様化 し、ま た 、大学

な どで も キ ャ リ ア 教 育を 取 り 入 れ る な ど 、進

学後 の 状 況 に も変化 が 見 られ る。

　 こ の よ うな 状況 に お い て 、若 者た ち は 進 路

に つ い て 、ど の よ うに考 え て い る の だ ろ うか。

こ れ ま で の 研 究 の 多 く は 、
一

時 点 で の 調査 結

果 を 分 析 し た も の で 、若 者 の 意 識 の 変 化 や そ

の 形 成 過 程 を 明 ら か に し た も の は 必 ず し も
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多 くな い 。高 校 卒 業 後 、就 職 や 進 学 と多様 な

進 路に 進 み 、そ こ で の 経験 は 、高校時代 に描

い て い た 「働 く 」 こ とや 将 来 に 対 す る 意 識 に

さま ざま な影響 を 与 え る可 能 性 が あ る。高校

3 年 生 の 時 点 と卒後 1 年 目 の 時 点 で 調査 を

実施 し た パ ネ ル 調 査 の データ を使用 し 、進路

に 関 す る 意 識 が ど の よ う に 変 化 し た の か ／

し な い の か 、ま た 、そ の 変 化 ／ 無変化 の 背 景

に は ど の よ うな 要 因 が あ る の か を明 ら か に

す る こ と を 目的 とす る。

（2）分 析の 枠組 み

　 高校 在 学 中 に 実施 され た調査 （「高校 生 調

査 」）、追跡調 査 （「第 1 次 追跡 調 査 」）、保 護

者 を 対 象 に実 施 した 調査 （「保 護者調査 」）の

3 種類 の 調 査 へ の 回 答 が そ ろ っ て い る対 象

者 の デ
ー

タ を分 析に 用 い る 。

　 進路 に関 す る 意識 と して 、  「どん な 仕 事

が した い の か よ くわ か らな い 」 と  「自分に

は 10 年 後 の 目標 が あ る 」 の 2 つ の 項 目を 取

り上 げ る 。ま ず 、対 象 者 を、質問 に 対 す る 回

答 に よ り 「変化 な し （あ て は ま る）」 「変 化 な

し （あ て は ま らな い ）」 「変化 あ り （あ て は ま

らな い → あ て は ま る）」 「変化 あ り （あ て は ま

る → あ て は ま らな い ）」 の 4 つ の カ テ ゴ リ
ー

に 分 類 す る。各 カ テ ゴ リ
ー

の 分 布 は 、  「ど

ん な 仕事が し た い の か よ くわ か らな い 」で は 、
「変化 な し （あ て は ま る）」 25．8％ 、「変化 な

し （あ て は ま らな い ）」44．7％ 、「変 化 あ り （あ

て は ま ら な い → あ て は ま る）」 18．7％ 、
「変化

あ り （あ て は ま る → あ て は ま らな い ）」 IO．9％

で あ っ た 。お よそ 7 割 の 人 は 、高 校 在 学 中 と

卒 後 1 年 目 で は 変化 が な い が 、変化 が あ っ た

人 の 中 で は 、した い 仕 事 が 明確 に な っ た 人 よ

り も、不 明確 に な っ た 人 の 方が 多 い 。

　 また 、  「自分 に は IO 年後 の 目標 が あ る 」

で は 、「変 化 な し （あ て は ま る ）」 40．0％ 、「変

化な し （あ て は ま ら な い ）」 33 ．6％ 、「変化 あ

り （あ て は ま らな い → あ て は ま る）」 11．1％ 、

「変化 あ り （あ て は ま る → あ て は ま らな い ）1

15．2％ で あ っ た。若 干 の 差 で は あ るが 、10 年

後 の 目 標 が 不 明 確 に な っ た 入 が 多 い こ と が

わ か る。

表 2．「自分 に は 10 年 後 の 目標が あ る 」

　　 　　 　　 の 回答分 布

第 1次 追 跡 調査

　

合

計

あ
て

は

ま

る

あ
て

は

ま

ら

　

な
い

高

校

生

調

査

あて は まらない

あて は まる

度数　　142　　 47　 189
　 ％ 　　33．6　　 11．1　　 44．8

度数　　 64　 169　 233
　 96　 15．2　　40．0　　 55．2

合計 度数　 206　 216　 422
　 96　48．8　　 51．2　 100．0

　以 上 か ら、変 化 の あ っ た 人 で は 、進 路 に っ

い て の 意識 が 明 確 化 す る 人 よ り も む し ろ 不

明 確化 す る 人 の 方 が 多 い こ とが 明 ら か に な

っ た 。ま た 、高校卒 業後 、新 た な進 路 に進 ん

で も、どん な 仕事 を した い か わ か らな い ま ま

の 人 が 、4 分 の 1、10 年後 の 目標 を も て な い

ま ま の 人が 3 分 の 1 と少 な くな い 。

　続 い て 、こ れ ら の 意識 の 変化 （変化 の 結果

と し て の カ テ ゴ リ
ー

分 け）に 対 し て 、現在 の

本人 の 状況 や関 連す る意識 の 変 化 な ど が ど

の よ う に 影 響 を 及 ぼ し て い る の か を 多項 ロ

ジ ッ ト ・モ デ ル を用 い て 検 討 す る。

表 1．「どん な仕事 が し た い の か よ くわか ら

　 　 　 　 　 な い 亅 の 回 答 分 布

第 1次 追跡 調 査

　

合

計

あ

て

は

ま

る

あ

て

は

ま

ら

　

な

い

高

校

生

調

査

あて は ま らな い

あて は ま る

度数 　 189

　 9644 ．7

度数　 　46

　 ％ 10，9

　 7918

．ア

　 10925

．8

　 26863

．4
　 15536

．6

合計 度数　 235　 188　 423

　 96　55．6　　44．4　　100．0

（3）分析 結 果

　  「ど ん な 仕事 が し た い の か よ く わ か ら な

い （基 準 カ テ ゴ リ
ー

は 、「変 化 な し （あ て は

ま らな い ）」）」 に つ い て の 意識 の 変化 を従属

変数 とす る分 析 で は、独 立 変数 は 、性 別 、現

在 の 状況 、現在志 向 の 変化 、や り た い 仕 事志

向 の 変 化 、保 護 者 の フ リ
ー

タ
ー

受 容 で あ る 。

また 、  「自分に は 10 年後 の 目標 が あ る 」

に対 す る 意識 の 変化 を従 属 変 数 とす る分 析

で は 、独 立 変数 は 、上 記に 加 え、職業 ア ス ピ

レ
ー

シ ョ ン の 変化 、進 路 決 定時 期 の 変化 を使

用 し た 。

　分 析 結果 の 詳 細 は 当 日報 告す るが 、簡 単 に
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ま と め て お く。  「ど ん な仕 事が し た い の か

よ くわ か らな い 」に つ い て の 意識 の 変 化 に 対

し て 、性 別 、保護 者 の フ リ ータ ー受容 は 、い

ず れ の カ テ ゴ リ
ー

に お い て も有 意 な 効 果 を

も っ て い な か っ た。本人 の 現 在 の 状 況は 、ど

の カ テ ゴ リ
ー

に お い て も マ イナ ス の 効 果 を

示 し て い た 。ま た 、現 在 志 向 の 変化 と や り た

い 仕 事 志 向 の 変 化 は 、 「変 化 な し （あ て は ま

る ）」 と い う就 きた い 仕事 が 不 明確の ま ま の

カ テ ゴ リ
ー

に の み 効 果 を及 ぼ し て い た。しか

し 、現在志 向 の 変化で は 、変化 の あ る な し に

か か わ らず 、卒 後 1 年 目 の 時 点 で 、現 在 志 向

で あ る場 合、や り た い 仕事志 向 の 変化 に つ い

て は 、変 化 した 場合 に、プ ラ ス の 影 響 を及 ぼ

し て お り、効果 の 違 い が 見 られ た 。

　 ま た 、  「自分 に は 10 年 後 の 目標 が あ る

（基 準カ テ ゴ リーは 、「変化 な し （あ て は ま

らな い ）」）」 に 対 す る意 識 の 変 化 で は 、ど の

独 立 変数 も影 響 を及 ぼ し て い る が 、カ テ ゴ リ

ーに よ り、そ の 効 果 は 異 な っ て い る。「変化

な し （あ て は ま る ）」 で は 、本 人 の 現 在 の 状

況 が 大学 、短 大 、浪 人 で あ る こ と、す な わ ち

高等教育機 関在 籍者 （ま た は 希 望 者）で あ る

こ と が 、プ ラ ス の 効 果 を も っ て い た 。どち ら

か の 時 点 ま た は 、両 時 点 で どん な仕 事 が し た

い か わ か ら な い こ と は 、マ イ ナ ス の 影 響 を及

ぼ し て い た 。 ま た 、高校 時 点 で 現在志 向 で あ

っ た 者 は マ イ ナ ス 、や りた い 仕 事 志向 で あ っ

た者 は プ ラ ス の 効 果 を も っ て い た 。「変 化 あ

り （あ て は ま らな い → あ て は ま る）」 で は 、

卒後 1 年 目 の 時 点 で 、どん な仕事 が し た い か

不明 だ っ た り、高校 時点で 、現 在志 向 で あ っ

た者 は 、IO 年 後 の 目標 を も つ よ うに 変 化 す

る こ と に マ イ ナ ス の 影 響を 与 え て い た。「変

化 あ り（あ て は ま る → あ て は ま らな い ）」は 、

唯
一

、保護者 の フ リータ ー
許 容 が 、有意な影

響 を 与 え て い るカ テ ゴ リ
ー

で あ る。許 容 が 高

くな る ほ ど、高校在 学時に も っ て い た 10 年

後 の 目標 を卒後 1 年 目 の 時 点で は も っ て い

な い 傾 向が 強 い 。

　 以 上 を ま とめ る と、  変化 し た か しな い か

に か か わ らず 、現在 志 向 で あ る こ と は 、進 路

意識 の 不 明 確化 に つ なが る こ と  や りた い

仕 事 を模 索 す る こ と は 、進 路 意識 の 明 確 化 に

つ なが る こ と   ど ん な仕 事 が し た い か が 明

確 に な る こ とが 、 10 年後 の 目標 を も つ こ と

に つ なが る こ とな ど が 分析 か ら明 ら か に な

っ た。

　 　　 　　 　　 　　 　　 　 （元 治 　恵 子 ）

3 ．進 路指導の 評価 に 関す る規定要 因

（1）問 題設 定

　 本 セ ク シ ョ ン の 目的 は 、調 査 対 象 者 が 、高

校の 進 路指 導 を ど の よ うに 評価 し て い る の

か 、ま た 、そ の 規 定 要 因 は何 か を 明 らか にす

る こ と で あ る 。

　 従 來 の 教 育 社 会 学 に お け る 高校 生 の 進 路

研 究 で は 、進 路選択 に い た る メ カ ニ ズ ム の 解

明 に 力 点 が 置 かれ て き た 。そ の 際 、学 校 ラ ン

ク は 、高校 生 の 進 路分化 の 規 定 要因 の
一

つ と

し て
、

い わ ゆ る 「 トラ ッ キ ン グ 」 概 念 の 説 明

変数 と し て し ば し ば用 い ら れ て き た。

　 しか しそ の
一

方 で 、学 校 ラ ン クそ の も の が

トラ ッ キ ン グ と 同
一

視 され る 傾向 に あ り（樋

田 ほ か 　2000 ，尾 嶋編 　2001 ，小 杉 編 　2002

な ど）、 ト ラ ッ ク の 中身 で あ る 進 路 指導 な ど

の 要 因 は 、詳 細 な検 討 を行 わ な い ま ま に議 論

され が ち で あ っ た 。

　確 か に 1990 年代 後 半 以 降 は 、 フ リ
ータ ー

問 題 と の 絡 み か ら高 校 の 就 職 指 導 が 注 目 を

集 め 、進 路 多様 校 を 中 心 に 、就職 指 導や 生 徒

文 化 な ど に 関す る 研 究 が 増加 した （苅谷 ほ か

1997 ，2000 ，樋 田 ほ か 　 2000，小 杉編　 2002

な ど）。

　 し か し な が ら 、就職 以 外 の 進 路 へ の 指 導に

関す る 評価 は 立 ち 遅 れ て き た し 、 同
…

の 学 校

内、
一

人 の 生 徒 に お い て も、複数 の 進 路問で

模 索 す る と い う現 実 的 な 場 面 は あ ま り想 定

され て こ な か っ た 。

　高 校 に よ る トラ ッ キ ン グ機 能 は 多様 な 側

面 か ら構成 され て お り （中西 　 1998 な ど）、

学校 ラ ン ク の み に 還 元 し 切 る こ と の 出 来 な

い 要素を含 ん で い る 。

　 だ が 、高 校 生 が 従 来 の 進 路 指 導 に
“
乗 っ て

こ な い
”
と い うこ と は し き り に 指摘 さ れ る も

の の （樋 田ほ か 　2000 ，小杉 編 　2002 な ど）、

高校 の 現場 で 行 わ れ る 個別 具 体 的 な進 路 指

導に つ い て 、ど うい う側 面 に 乗 っ て こ な い の

か 、ど うい う指導 を望 ん で い る の か と い う点

は 、十 分 には 明 ら か に され て こ なか っ た 。

　 ま た 、学 校 ラ ン ク や 階層 な どの 要 因 に 比 べ

て 、高校 の 進路指導 は操 作可 能性 の 高 い 変数

で あ る。こ の 点 も、近 年 の 教 育社 会 学 に お け

る進 路研 究が 、「円滑 な移行 」 へ の 関心 を 強

め て い る こ とを考 え 合 わ せ れ ば 、 進 路 指 導 に

対 す る 生 徒 の 評価 や ニ
ーズ を 問 うこ と の 重

要性 を支 持 す る も の とな る 。

　 つ ま り、ト ラ ッ ク が 存在 す る と い うこ と 自
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体 よ り も、ト ラ ッ キ ン グ の 内実や 方法 に注 目

す る こ とが 重 要 で あ る （Hallinan　l994）。し

か し 、個 々 の 現 場 で 行 わ れ て い る進 路 指 導 を

は じめ 、それ を高 校 生 が ど の よ うに とら え て

い る か と い う点 に つ い て は 、近年 の 研 究蓄積

は 十分 だ と は言 え な い 。そ う し た 中 で 、日本

労働研 究機 構 に よ る 高校 3 年 生 に 対 す る調

査 で は （日本 労 働 研 究機構 　2000）、進 路指

導 の 特色 を検討 し て い るが 、それ ら が 当の 高

校 生た ち に と っ て 必 要 だ っ た と 考 え られ て

い る の か と い う点 は フ ォ ロ ーされ て い な い 。

　 こ う し た 点 を踏ま え て 、
こ こ で は 調 査 対象

者 が 高 校 の 進 路指 導 の ど の よ うな点 を評 価

し 、ど の よ うな 要 望 を も っ て い る の か を明 ら

か にす る。

（2）分析 の 枠組 み

　本セ ク シ ョ ン で は 、「高 校 生 調 査 」、「追 跡

調 査 」、「保 護 者 調査 」 の 各票が 揃 い 、学校 ラ

ン ク が判 明 し て い る対 象者 を分 析 に 用 い る。

なお 、各分 析 で は 、都 度 利 用 で き る 最 大 限 の

サ ン プ ル を用 い る。

　 ま ず 、調 査 対 象 者 の 出身 高校 の 進 路指導 の

特 色 に 対 す る評価 と、そ れ を規 定 す る要 因 を

検討 す る 。

　具 体的に は 、進 路 指 導 に 対 す る総 合 的 な 評

価 （表 3．） を 、
「満足 」 と 「不 満」 の 二 値 に

リ コ ー ド し て 従属 変数 と し 、二 項 ロ ジ ス テ ィ

ッ ク 回 帰 分 析 を行 う。

表3．高校の進路指導全般について（緯計）

一一 一

希 望 が実 現 した か ど うか （調 査 票 の 制約上 、

志望 校や 専攻 レ ベ ル で の 実現 で は な く 、 四 大

進 学 や 就職 と い っ た、大 枠で の ア ス ピ レ ー
シ

ョ ン の 実現 を 問 う）、自身 の 進 路 選 択 に つ い

て の 受 容 パ タ
ー

ン （高校 生 調査 時 か ら肯定的

に な っ た か ） な ど の 変数 を用 い る。

　 ま た 、 高校 の 進 路 指導 は 学校 ご と の 進路状

況 に か な り左 右 され る た め 、学 校 ラ ン ク を 3

分 類 に した場 合 だ け で は な く、4 分類 し た場

合 に つ い て も検 討 を行 う。

　次 に 、上 記 の 進 路 指 導 の 特 色 と 評価 を 踏 ま

え、対 象者 は ど の よ うな 進 路 指 導 を望 ん で い

る の か、検 討 を 行 う 。 具 体 的 に は 、進 路指導
へ の 要望 に 関す る 9 の 質問 項 目 をそ れ ぞ れ

従属 変数 と し 、上 の 分 析 と
一

部 共 通 の 独 立 変

数 を 用 い て 分析 を 行 う。

　そ して 最 後 に 、以 上 か ら総合的 な考察 を行

う。

430》
6

∠

　

2
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一
1924 5280　
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2
β

37 421（人）

100（％）

　 なお こ こ で は 、追 跡 調 査 にお け る 回顧 的な

評価 を問 う こ と に な る が 、進 路指導 に 関 し て

は 、高校在学 中 の 評 価 を問 う （日 本 労働 研 究

機構 　2000）よ り も、卒 業後 の 方 が 客観 的 に

評価 で き る と い う利 点 が あ る 。 た だ し 、 進 路

が希 望 通 りに 実 現 し た か 否 か 、卒後 1 年 目現

時 点 の 進路 に 満 足 し て い る か と い っ た 点 が 、

進路 指 導 の 評 価 に も バ イ ア ス を 与 え る 可 能

性が ある。よ っ て 、独 立 変 数 を投入 す る 際に

は 、 こ の 点 に も配 慮す る 。

　独立 変数 に は 、性 別 、学 校 ラ ン ク、卒後 1

年 目 の 進 路 状 況 、高 校 の 進 路指導 の 特 色 に 関

す る 11 の 質問項 目、高校 時 代 の 成 績 、 進 路

（3）分 析結 果

　 こ こ で は 、分析 の 結 果 に つ い て 、主 な点 の

み を確認 し て お く。

　 まず、学校 ラ ン ク を 3 分 類 （「進 学 校」、「進

路 多様校」、「専門学 科 i） し た 場 合 に つ い て

述 べ る。

　 卒後 1 年 目 の 進路状 況 は 、進 路 指 導 の 評 価

に対 し て 有 意 な影 響 を及 ぼ さ な か っ た 。

　 学校 ラ ン ク に 関 し て は 、進 学校 に 在籍 して

い た 場合 は 、進 路指 導 に 対 し て 有 意 に 満 足 感

を抱 きに く い （基準 ： 専 門 学 科 ）。

　 こ れ は進 路 指 導 の 特 色 に 関す る 11 項 目を
コ ン トロ ール し て も なお 、学校 ラ ン ク が有 意

な効果 を もつ こ と、四 大進 学者 が 多 い 学 校 に

お い て も き め 細 か な指 導 が 必 要 で あ る と い

う こ とを示 唆 す る 。

　 進 路指導 の 特 色に 関 し て は 、「先生 が 進 路

の 相談に よ くの っ て くれ た 」 場 合 、「適 性 検

査 な ど の 結 果 を よ く 活 用 し て い た 」場合 、「い

ろ い ろ な 学 校 や 企 業 と合 格 可 能性 の こ とを

教 え て くれ た 」 場合 、「進路指導 の 先生 が熱

心 だ っ た 亅場 合 は 、そ う で は な い 場合 に 比 べ 、

有 意 に 満足 し や す い 結果 と な っ た、 し か し 、
「合 格 の 難 し い と こ ろ は 受験 さ せ ない 雰 囲

気 が あ っ た i 場 合 は 、そ うで は な い 場 合 に比

べ 、有意 に不 満 を感 じや す い 。

　な お 、進 路 が 大枠 で
一

貫 し て い た 場合 は 、

そ うで は な い 場 合 に比 べ て 有 意 に 満足 感 を

抱 き に く か っ た 。こ れ は 、仮 に 本 人 の 志 望 が
一

貫 し て い て も指導 が 必 要 で あ る こ と、あ る
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い は 、大枠 の 進路指導 に限 らず 、専攻や学校

選 択 な ど も含 め た 、き め 細 か な 指 導が 必 要 で

あ る こ と を 示 唆 し て い る。

　 次 に 、 学校 ラ ン ク を 4 分類 に し た 場合 （3

分類 に お け る普通 科 の 「進学校 」 を 二 分 し、
「進 学 中心 校 」 （四大 現役進 学 率 70％ 以 上 ）、
「中 堅 校」（四 大現 役 進 学率 40 ％ 以 上 70％ 未

満 ）、
「進 路多様 校」、「専門学科」 と し た）に

つ い て 検討す る。

　 3 分類 の 学 校 ラ ン ク に よ る 分析 結果 と大

き く異な る点 に つ い て の み 、確認 し て お こ う。

　 卒後 1 年 目 の 進 路 が 四 大 で あ る 場合 は 、有

意 に 満足 し やす い （基準 ： 就 職 ）。

　 学 校 ラ ン ク に 関 し て は 、中堅 校 に 在籍 し て

い た場合 は 、有意 に 満足 し に く い （基 準 ： 専

門 学 科 ）。こ こ か ら、進 路 の 選 択 肢 の 振 れ 幅

が 多 い 普 通 科 の 中 堅 校 に お い て 有 意 に 満 足

感 を抱 き に く い こ とが 示 唆 され る 。

　 次 に 、高校 の 進路指 導に 対 し て ど の よ うな

こ と を望 む の か 、関 連 す る 9 項 目 を そ れ ぞ れ

従 属 変 数 と し、上 の 学校 ラ ン ク 4 分 類 時 と 同

様 の 独 立 変 数 を用 い て 二 項 ロ ジ ス テ ィ ッ ク

回 帰分析 を行 っ た 。た だ し、こ の 際 は 進路 選

択 の 受 容 パ タ
ー

ン は 論 理 的 に影 響 を及 ぼ す

と は 考 え に く い た め 、除 外 し た 、

　結 果 の
一

部 の み を述 べ る と 、
「基 礎的 な学

力 をつ け る よ うな指導 を し て ほ し か っ た 」と

す る意 見 に つ い て は 、学 校 ラ ン ク は 有意 な影

響 を もた な か っ た。卒後 1 年 目の 進路 は 、就

職 ・進 学 を 問わず 、す べ て の 進 路で 有意 に な

っ た （基準 ： 就職）。

　詳 細 な 考 察 お よび 全 体 の ま とめ 、図 表 な ど

に つ い て は 、当 日 配 布す る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （長 尾 　 由希 子 ）

4 ．　 進 路選 択 と 学科 ・家庭 の 背 景

（1）問題 設 定

　本セ ク シ ョ ン で は 、出 身高 校 の 学 科 や 特 性 、

出 身階層 と、高 卒 1 年後 の 進 路 の 関係 に つ い

て 検 討 す る。本 研 究 に お け る調査 で は 、 まず

高 校 3 年 時 に 学校サ ン プ ル を抽 出 し 、そ の 該

当高校 の 生徒に 回 答 し て も ら い 、更 に 1 年 後

の 実際 の 進 路 の 状況 を 追 跡 し て い る。こ れ ま

で 、実 際 に 在 学 し て い る 高校 の コ
ー

ス や 学 校

ラ ン ク （トラ ッ キ ン グ ）と出身階層 ・成績 と

の 関係 を 問 うも の は 、樋 田 ・耳 塚 ・岩 木 ・苅

谷 編 （2000）、尾 嶋編 （2001） が あ る 。 し か

し な が ら 、冒頭 で も述 べ た よ うに 、
こ れ ら の

研 究 は対 象者 が 高校 在 学 中に 実施 され て お

り、高卒後 の 進 路 に つ い て も、当時 （在学 中 ）

の 希望 を聞 く に と ど ま っ て い る 。そ の こ と は 、

生徒 の 乗 る トラ ッ ク と、ア ス ピ レ
ー

シ ョ ン の

関係 な ど、進 路意識 の 研 究に 大 きな貢献 を も

た ら し た とい え る が 、意識 や 希 望 は 、そ れ ら

が 進 路 選 択 に 影響 を与 え て い る こ と は 確 実

な も の の 、結 局 進 路 選 択 そ の も の を見 て い る

わ け で は な い 。本調査 で は 追跡 調 査 の 方 法を

郵 送 法 で行 っ て お り、また 実施 し て い る 県 が

や や地 方 に 偏 っ て い る こ と か ら、例 えば都市

部 を 中心 に 問 題 化 し て い る 無 業 者 層 の 数 が

あ ま り捕捉 で き て い な い と い う欠 点 が あ る

が 、高校 在 学 中 の デ
ー

タ とそ の 後 の 状 況 、更

に そ の 保護 者 の デ ータ を そ れ ぞ れ つ き 合 わ

せ る こ とが で き 、特 に 少 子 化 の 流 れ に あ っ て

高校学 科 再 編 の 改 革が 矢継 ぎ早 に 実行 さ れ

る 中 で 、高校 生 自体 が ど うい う進 路 選 択 を行

っ て い る か を確 か め る こ とが 可 能 な貴 重な

デー
タで あ る。した が っ て 、本 セ ク シ ョ ン で

は 、実 際 の 1 年後 の 進 路選 択を 従 属 変数 と し 、

そ の 進 路 選 択 に 及 ぼ す 要 因 と し て い く つ か

の 出身 高校 に 関す る変数 を想定 し 、そ の 変数

が 出 身 階 層 か ら独 立 した 影 響 を も っ て い る

か に つ い て 確 認 で き る。

（2）分 析 の 枠組 み

　 1990 年 代 以 降 の 18歳 人 口 の 急 減 に あ っ て 、

そ れ ま で 30 ％ 前後 で 推 移 し て きた 四 年制 大

学進学 率は 上 昇 し 始 め 、一方 で 短 大 の シ ェ ア

が急激 に 減少 し た 。ま た こ の 10 年で 、 日本

経 済 の 不 況 も あ り、高 卒 就 職 者 の 枠が 大 幅 に

減少 し 、特 に 90 年代後半 か らフ リ
ータ ーな

ど の 非 正 規 労 働 者 の 問 題 が 顕 在 化 し た こ と

は 周 知 の 事 実 で あ り 、進 学先 と し て の 専修 学

校 ・各 種 学 校 の シ ェ ア も大 き く拡 大 し て き た 。

　本調 査 に お ける 1 年後 の 進 路 の 状態 と し

て は 、  正 規就業者 62 名 、  専 修 学 校 ・各

種学 校進 学者 140 名 、  短 大 進 学者 49 名 、

  大 学 進 学 者 （職 業 訓 練 校 な ど大 学校 も含

む ）225 名、  浪 人 42 名 、  そ の 他無 業者

（途 中で 学校 を辞 め た り した 人 を含 む ） 14

名 に 分類 で き る 。こ の うち、  の 浪人 は 、事

実 上 将 来 的 に 四年 制 大 学 に 進 学 す る も の と

し て   と 同
一

カ テ ゴ リー と 見 なす こ と に す

る と、ひ とま ず 5 つ の 分類 が 可 能 で あ るが 、

そ の 他 無 業者 に つ い て は 本 調査 に よ る標 本

数 が 小 さく、多変 量解析 に馴 染 ま な い た め 、

今 回 の 分析 で は 対 象 か らは ずす こ とに し た 。

なお 、分 析 に は保 護 者 に関 す る 変 数 を投 入 し
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て お り、保 護者票 も回 収 で き た サ ン プ ル で 分

析 を し て い る た め 、分 析に 当た っ て の サ ン プ

ル サ イ ズ は こ れ よ り 若 干 少 な くな る。な お 、

念の た め 、  と  を 同
一

カ テ ゴ リーに す る こ

とに抵抗 が 感 じ られ る か も し れ な い た め 、 

の サ ン プ ル を 除 外 し た モ デ ル も計 算 し て み

た が 、そ の 推定 結果 に 大 き な差 異 は 生 じ な か

っ た 。

　 こ こ で進 路選 択 に つ い て 、1 ．学校 の 効果 、

皿．個 人 属性 （階層 な ど家庭 の 背景） が い か

な る影響 を 及 ぼ すか を確 か め る こ とにす る。

従 属変数 は 上 記 の   か ら   の カ テ ゴ リーに

分 類 され る と考 え、そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リ
ー

を

分 け る 要因 と し て 1 、H に 該 当す る と思 われ

る独 立 変数 を想 定 し た 多項 ロ ジ ッ ト
・
モ デ ル

を推 定 す る こ と に す る 。

（3）分析 結 果

　独 立 変数 と し て は 、性 別 の ほ か 、親 の 学歴 、

職 業 （就 業 形 態 ）、収 入 を属 性 変数 と し て 、

学 校 設 立 主 体 （私 学 ダ ミー
）、学 科 （冒頭 で

述 べ た 3 つ の ダ ミー変数、進 路多様校 ＋ 総合

学 科 を基準 ） の 変数 を投入 し た。

　 多項 ロ ジ ッ トに よ っ て 、投入 した 独 立 変数

が 、従 属 変 数 の カ テ ゴ リ
ー

を分 け る効 果 を も

っ て い る か と い うこ と を確 認 す る こ と が で

き る。 こ こ で は そ の 結 果 を簡 単 に ま と め る

（回 帰係数 な ど、詳細 の 結 果 に つ い て は 当 日

配 布 の 資料 に添付す る）。

学校 の 特性 をみ る と 、私 立 か 公 立 か に よ っ て 、

四 大 ・短 大 に 進 学 す るか 、専 門 各 種 へ の 進

学 ・就職 に な る か 、に 大 きな影 響の 違い が見

られ 、私 立 ほ ど四 大 ・短大進学 の 傾 向 が 強 い 。

ま た 進 学校で 、ど の カ テ ゴ リ ーに も 大 し て 四

大 進 学 が 多 くな る の は 当 然 だ が 、四 大 に進 学

し な い 場合の 進 学先 と し て 、短 大 か 専門 ・各

種 に 進 学す る か の 問 に 有意 な 違 い は 見 られ

な い 。専門 学科 は そ の 逆 で 、四 年制 大 学が 少

な くな る が
、
ベ ー

ス カ テ ゴ リ
ー

の 進 路 多様 校

＋ 総合 学科に 比 し て 専門 ・各種 学校 へ の 進 学

者 は少 な くな る。こ れ は 職 業 訓練 的な 専門 教

育 を 高校 時代 に 受 けて い る か らだ と推 察 さ

れ る 。 ま た 専 門学 科 出身 者 に と っ て も、進 学

先 が短 大か 、専 門 ・各種学校 で あ る か に 有意

な違 い は 見 られ な い 。

　 た だ し こ れ ら の 学校 の 要 因 を 差 し 引 い て

も 、ま だ個 人 の 属 性 変数 は 1 年 後 の 進路 に優

位 な影 響を 与え 続 け て い る。例 え ば 、性 は 依

然 、進 路 決 定に 強 い 影 響 を及 ぼ し続 けて お り、

進学、それ も四大進 学は 男性が 有利 で あ る。

父 学 歴 は 、大 卒ダ ミ
ー

の み が有意 で あ り、父

親 が 大 卒 で あ る ほ ど 短 大 も し く は 四 大 へ の

進 学可 能 性 が 高 ま る 。 父 親 の 職 業は 特 に 有意

な影響 を もた なか っ た の で 、本発 表 の モ デ ル

か らは 除 外 した が 、母 親 の 就 業 形 態 は 有 意 な

効 果 を も っ て い る。母 親 が パ ー ト タ ーム 就業

で あ る と、そ うで な い 家庭 に 比 較 し て 有意 に

就職 し て い る確率 が 高ま る。母親 が パ ー
トタ

イ マ
ー

と い うの は 、父 親 の 収 入 の 足 らな い 分

を母 親 が 補完 し て い る （そ の 分、父 親 の 収入

が 高 くな い ）こ とが 予 想 され る が 、 そ れ を裏

付 け る よ うに 、世 帯年収 が 高 い ほ ど、進学 で

き る 可 能 性 が 高 ま る とい う結 果 が 出 た 。

　 た だ し 、個 人 の 属 性 変数が 有意 に な っ て い

る の は 、主 と し て 従 属 変 数 が 大 学 進 学 者 と就

職 者 の オ ッ ズ を見 て い る モ デ ル に 限 定 され

て い る こ とに 注 意が 必 要 で あ る 。 換 言 す れ ば 、

従 属 変 数 の 基 準カ テ ゴ リ
ーで あ る 大学進 学

者 と、専 門各 種 も し く は 短 大 へ の 進 学 者 の 間

に 、個人 の 属 性 変数は ほ と ん ど 効 果 を も っ て

い な い 。
「ど こ に 進 学 す るか 」 を規 定 す る の

は 学校 の 特徴で ある。し か し 「進学 し た （で

き た ）」 の か ど うか は 、階 層 的 な属 性 変数 の

影 響 が （学校 変数 を コ ン ト ロ ー
ル し た 上 で

も）残 る こ とに 注 意す る 必 要が あ る 。

　 以 上 の 結果 を簡単 に ま と め る と、  出 身学

校 の 学科や 特 性 も進 路 に影 響を 与 え るが 、そ

れ らは 特に 「ど こ に 進学 す る か 」 と い う進 学

先 の 種 別に 影響 を及 ぼ し て い る 傾向 が強 い
、

  しか し そ れ 以 前 に、進 学で き る か 、で きな

い か に つ い て は 、家庭 の 経済 変 数 が 強 い 影 響

を保持 し続 けて い る、  同 時に 、性 も依然 、

進 路選 択 の 大 き な既 定 要 因 とな っ て い る 、と

い う こ とで あ る。高等教育 の 進学 率 の 上 昇 は 、

高 等教 育機会 の 平等 化 を 促 進 した と は必 ず

し も評価 で きない の で あ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （中澤 　渉 ）

（図表及 び 参考文 献 な ど の 詳 細 は 、 当 日 資料

と し て 配 布す る。なお 、本研 究 は厚生 労働 科

学研 究 費補助金 「若 年者 の 就 業 行 動 ・意 識 と

少 子 高齢 社 会 の 関 連 に 関す る 実 証研 究 」 （主

任研 究者　佐藤博 樹）に よ る 研 究 成 果 の
一

部

で あ る。）
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