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高校生の 中退意識に関す る
一

考察

一 教育困難校 で の 参与観察を とお して
一

肉藤忠生 （横浜国立大学大学院）

1 ．は じ め に

　平成 ユ7 隼度の 文部科学省統計資料に よる と、

高 校 遣 学 率 は 97．6％ で 、高 校 の 生徒 数 は

3，605，242 人で あ る 。 1974 年 に高校 進 学率 が

90％を越え て 以来 、 高校教育は 厂準義務教育化」

し 、 完金 に ユ ニ バ ーサ ル 化 し た とい え る。

　 し か し、そ の
一方 で 、高校 中退者 の 増舶 が

正g70 年代後半か ら問題視 され る よ うにな っ た。

平成 鴛 年疫 の 中退者数は 76，693 人 で あ り 、 中

退率は 2．1％で ある 。 少子化の影響 もあ り 、 1980

年代や 1990 年代 の よ うに、中退者数が 10 万人

を越え て い た時代 に比 ぺ
、 そ の 数 は減少傾 向に

あ る。だが 、中退 率 は 、全 国統 計 を始 め rc　1978

年か ら 2e／o 前後 で 推移 して お り、慢性化 して い

る とい える e わずか 20／o の マ イノ リテ ィ で ある

中退 者に対す る闘心は低 く、先行研 究は少 ない 。

　 と こ ろ が
、

い わ ゆ る 「教 育函難校 」の 場合 は 、

中退率は 2％に と どま らず 、 中退者 が マ イ ノ 夢

テ ィ だ と は い え．な い の が 事実 で あ る a 古賀

　く2004 ）も、中退 は逸脱の レ ソ テ ル や負 の祉会

的評価 を課 された特定の 「課題集中校」、「教育

困難校」 に偏在 して きた と指摘 し て い る。

　 そ こ で 本研 究 で は 、中退者 が集 中す る教育騷

難校を研 究 の 実態 を対象 と し 、 参与観察 を行 o

た。頻 繁 に 中退者 が 出る学 校 にお い て 、 そ こ で

の 学校 文化 は どの よ うに な っ て い る の だ ろ うか 、

生徒た ちは学校 を中退す るこ とをどの よ うに と

らえ て い る の だ ろ うか。本研究はそ うし た問題

意識 に 端を発 し て い る 。筆者 自身 も高校 中退 を

経験 して お り、それ が研究の 動機で もある。本

概 究 は 、 教育困難校に 入 り込み 、 そ こ で の 教育

活勸 を観察す る こ とに よ っ て 、 ミ ク ロ な視点 か

ら高校中退 に つ い て 考察 しよ うとす る もの で あ

る 。

2 ．先行醗 究

　まず、中退硫究の 中か ら、研究者 自身が 中退

者 を どの よ うに とらえて い る か 検討 して み た い 。

　宮崎 （1996＞は 、 高校 中退者 と高校非進学者

を 「学歴社会脱落者 』 として とらえ 、 そ の 霙態

と 要 国に つ い て 、欝 量的方 法を中心 に分析 を行

っ て い る。また、高校教脊の 意義に つ い て も述

べ て い るが 、 そ れ は後 の 考察 の 部分でふ れ る こ

とに し た い 。こ こ で は、中退者 と非進学者は 、

学歴社会が もた らし た学校病理の 最 も重症部分

で ある と して い る 。 学歴社会 の 中 で f低学歴 マ

イ ノ リテ ィ 1 にな る こ とを覚落 し 、 そ の ス テ ィ

グマ を考えれ ば、非 常 な る 決断 を し た は ず だと

述 べ て い る。

　 一方、古賀 （2004）は、教育晒難校で の 事例

研 究の 中で、中退春 は r学校制度 の 逸脱青」 と

して ラベ リ ン グ されや す い こ とを認 め つ つ も、

退 学 した生徒の 巾退認 識 は 、 繭向 きな選択 と し

て 解費 され る と し て い る 。 それ は、環在置かれ

た社会環境か らの 戦略的な選択 で あ り、有意義

な自己正 当化 で ある ともい える と指摘 して い る。

　 で は、次 ilZ、中退者 の 多 い 教 育鬮難校 の 教 育

活動や そ こ で の 摺導 の 鬮難 さ に 関する研 究に つ

い て 検討 して み た い
。

　 古賀 （1992）は、教育困難校 の 教師たち は 、

生徒 と 「お りあ い をっ け て い る」と述 べ て い る 。

教舗 が授業に必 ず遅れ て 行 くこ とで 、 集 りの

悪い 生徒た ちか ら遅刻者を減 らそ うとする例

な どを挙げ、教脊学的 に価値 の あ る 行 為 とはい

えない こ うし た 戦略が、授業を成立 させ る に は

不 可欠 だ とし て い る 。 だが 、 形骸化 し た授業に

対 し て 、 教師 自身が 自負 を失 う結果 を招 い た こ

とを疑問視 し て い る。

　 また 、 飯 掲 （1999）は、指導 の 困難 さの 背景
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には 、 生徒 と し て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を持たな

い 「生徒 な らざる生徒 j が増え、指導以 繭 の 指

導が 必要 な生徒が 増加 して い る こ とを指摘 して

い る。 指導が成 り立 たな い こ とは 、教師で ある

こ との 基盤を揺 り動か され る こ とであ り、指導

の 困難 さの 問題 は、「教師 の ア イデ ン テ ィ テ ィ の

揺 らぎ」 の 問題に帰着す る と述 べ て い る 。

3 ．研究の 方法 と結果

　調査 の 対象 とした の は、神奈川県 にある A 高

校で あ る。A 高校は、公 立 の 全 日制普 通科 高校

で あ る 。 2GO7 年度卒業生 の うち 、 中退者数は

93 入で 、中退率は 39。7％で ある （入学者 234

人
一卒業者 141 人 ）。ま た 、例年 、大学進学率

が 10％に満た ない 進路多様校で もあ る。

　調査 者 は 、 A 高校 にお い て、2007 年 4 月 か

ら 2008 年 3 舞ま で 、非鬻勤講師 と し て 3 年生

の授業や学校活動 を担 当す る過程 で参与観察を

行 い
、 生徒 と教 師 の 臼常的な様子 を フ ィ

ール ド

ノ ー トに記録 した 。 記録 した結果 の 概 要をこ こ

で 示 し て お きた い 。

  A 高校 にお ける授業や教育活動は、学校 に

　　 関 与 しない 生徒 と、独 自の ル
ー

ル を作 っ て

　　 守 らせ よ うとする教晒に よ っ て営 まれ て お

　　 り 、
「摺導すべ き問題」 に よ っ て 生徒

一
教師

　　 関係が 成立 し て い る 。

  A 高校で は 、年度 の 途中で ク ラ ス メイ トが

　　 退学す る こ とも多 く、中退者 と交友闘係が

　　 継続 して い る生徒 も多い た め、生徒が 中退

　　 を意識 す る こ とは少 な く 、 学校 か らの 脱 落

　　 とは とらえ て い ない 。 中退が身近な生 徒の

　　 中退 に 対す る意識 は 、プ ラ ス で も マ イ ナ ス

　　 で も ない とい う結果が得 られた。

4 ．考察

　 調査結果 で 明 らかに な っ た の は 、申退 者 の 多

い 高校で は 、古賀 、（1992）が摺摘 して い る よ う

な、教育活動や授業 を成立 させ る た め の 、独 自

の 7V ・一一ル が 存在す る こ とで あ る e

一
方 、 中退 へ

の 意識 に 関 して は 、
ス テ ィ グマ に苦 し む 「悲観

的申退者 」 や 、負 の レ ッ テ ル と闘 う 「主体 的中

退 者 」 と い っ た、先行研 究に挙 げた よ うな中退

へ の 意識は 、こ こ の 生徒た ち の 語 りか らは 読み

取れ なか っ た 。 し か し 、 教育困難校に お い て は 、

一概 に逸脱 とは 需 い 切 れ ない 「楽観的中退者」

とい うよ うな、も う一
つ の 中退者 の タイ プが確

認 で きた ことを指摘 してお きた い
。

　また、調査をとお して 強く感 じたこ とは、生

徒や 中退者側の 意識で はなく、飯 顕 （1999）の

い う 「教師 として の ア イデン テ ィ テ ィ 2 の あ り

方で ある 。 中退考 を多数出 しなが らも、 独 覈の

ル
ー

ル で 搬彎 し、r高校生 を させ る 」 こ うした学

校は、どれ だ けの 教育的価値が ある の だろ うか 。

　 た とえぱ、中退 問題 の 政 策事 例 と して 挙げ ら

れるエ ン カ レ ッ ジ ス ク・− 7Vで は 、 た し かに 中退

率を低減 させ て は い る， しか し、並行 し て定時

制 ・通信剃 高校 の 入学者が 増加 し て い る こ と か

ら 、
f中退 しな い li生徒 を選別 して 入 学 させ る こ

とで 、従来の 生徒層が押 し出 され 、そ の 進 学先

と し て 定蒔劇 ・通信剏高校に流れ込 み を起こ し

て い る可 能性があり、中退 に薄す る政策的意義

に疑闘が残 る 。

　 そ し て 、 宮崎 （1996）が 、 高校 の 準義務教育

化 を 今後 も進 め る の か 、そ れ と も、高校 の 教育

内容 の 維持向上 の た めに規罰 を強 め るの か を考

える必要 がある と指摘 して い る よ うに、高校生

の 中退意識 や 教育髑難校で の 教 育活動 は 、 高校

教育 自体を考え る必要性を 示 して い る とい え る 。
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