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1 ．問題の所在

　 1990年代 以 降，若者 の 「学校か ら職業 へ の 移行 」

に関す る研 究は，高卒無業者 の 析出 ・増加 メ カ ニ

ズ ム を は じめ
， 若者 の 職業意識や労働市場の 変容

な ど に 関心 を寄せ て きた。近年では，都市部 の ブ

リーターや 不 安定就労者 の 移行
・生 活経験 に 関す

る質的記述 も蓄積され，困難に直面する若者 の 経

験や彼 らをめ ぐる社会状況に 注目が集ま っ て い る。

　 そ の
一

方，地方にお い て，高校卒業後す ぐに 就

職 して ゆ く者 の 移行経験 は あ ま り注 目され て こ な

か っ た。高卒無業者層が拡大する
一
方，しか し就

職 は今 日で もなお地方 を中心 に高校生 の 重要な進

路の ひ とつ で ある。にもかかわ らず，地方高卒就

職者た ち の 経験 は 十分考慮 され る こ とな く、高卒

フ リ
ー

ター，あ る い は 高卒無業 とい う都市部に顕

著な問題が若者
一
般の 問題 と して 語 られ て きた。

　 以 上 の 状況 の も と進 め られ る学校 の 指導枠組

み の 転換 ； キ ャ リア教育は，若者 の 目的意識や主

体性を重視する
一

方，地域的な学校一職業間 の 接

続構造 へ の 考慮を欠い て い る。若者たち の 「夢」

を煽 っ た として も，地方 で は それを実現させ うる

雇用 が 不足 し て お り，
キ ャ リア 教育の 孕む問題が

顕在化 しやすい 。しか し，そ うした 状況 で の 若者

た ちの 移行経験 は 明 らか に され て こなか っ た。

　 以上 よ り本報告 は，地方 の 若者 の 語 りか ら彼 ら

の キ ャ リ ア選 択過程 を描 き，そ の 経験を解釈 する

こ とで ，こ れまで光を当て られ て こ なか っ た若者

に よ る移行 の
一
側面を明 らか にする。

2 ．本報告の 枠組み

（1）先行研究の検討

　先行研究 に は，若者の キ ャ リア 選択につ い て の

問題 を若者 の 職業意識 の 問題 とみ なす議論と，労

働市場そ の 他 の 社会構造 の 問題 とみなす議論があ

る。前者は若者個人 の 「キ ャ リア 発達 」 を重要視

し，「望ま しい 」職業観 ・勤労観 の 育成な どの 必要

性 を主張 し て き た （文 部科学省　2004）。

　
一

方 で 後者 は，若年雇用政策の 重要性を指摘し

つ つ ，厳 しい 労働市場 の もとで は個 々 人 に職 業的

知識・ス キ ル が 必 要 とい う。そ うした 立 場か らは ，

広 く 「若者 に とっ て の 具体的な武器 」 を与え る た

め，学校 の 教 育内容 の 「職業的意義」 を高め る 必

要が主張され て きた（本田　2005）。

　 これ らの 議論の 多くは，若者を学校の 指導 の 枠

内にとどめる こ とを前提 に，個人の キ ャ リア形成

を 「望ま しい 」 もの に し て い くための 教育の 方向

性 を論 じて きた。と同時に，学校 の 指導か ら離脱

し フ リ
ー

タ
ー

や無業を選択 して ゆく若者 を ， 各者

が想定する 「望ま しい 」 キ ャ リア形成 の 基準に照

ら して否定的 に表象 して きた。つ ま り，学校 の 指

導か らの 離脱 ＝ 「望ま しい 」 キ ャ リア 形成か らの

脱落，とい う枠組みを構築 して きた の で ある。

　 報告者は，こ うした特定の 若者層 の 経験 か ら導

か れ る問題 の 認識枠組みを相対化す る必要がある

と考 える。したが っ て，これま で等閑視され て き

た地方高卒就職者 の移行経験を検討する こ と で，

こ の 課題 に応え て い く。

（2）〈洞察〉の概念

　 学校 の 指導 か ら逸脱 し て ゆ く若者たち の 進 路

形成 につ い て ， ウィ リス （訳書　1996）は イギ リス

労働者階級少年 の 経験 を描 い て い る。学校や教師

に反抗す る少年たちは，学校や教師 へ の 「順応 と

服従」 が 自分たちの 信 じる 将来に何ら役 立 ちそ う

もない こ と， 労働 の 内容 は どれ を とっ て も同質で

あ る の に，それ を選び職務を生きが い とす る こ と

の 無意味さ，
一
部の 者だけが 成功す る条件 を ， 全

員が従 うべ きもの とする公 教育制度の 矛盾，を見

抜い て い た。 これ らの少年た ちの 認識をウ ィ リス

は 〈洞察〉 とよび ，肉体労働の 世界 に 将来 を展 望

する彼 らの 「イデオ ロ ギ
ー

に対す る能動的な改竄

者 」 と して の 主体性 を強調 した。本報告は，ウィ

リス が提示 した洞察の概念に注 目する。

3，調査の概要

　報告者は，過疎化 の 進むあ る 地域 で 高卒就職者

の キ ャ リア と生活世界 に関す る質的調査 を行 っ て

い る。調査協力者 は ，この 地 域の 県 立 A 高校総合

学科を卒業 し， 各 々 地元 中小企業に就職 した 20

代男性数名 で ある。彼 らは 調査 の 開始以 前 か ら報

告者と交流が あり，調査協力 を依頼 し承諾を得た。
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　 総合学科は，キ ャ リア教育の 理念 をもっ とも体

現す る シ ス テ ム の ひ とつ で ある。調査協力者 たち

は ， 高校側か ら多様 な専門科 目を選択可能 なもの

と して 用意され、個 々 の 進路希望や適性，興味に

も とつ く選択と学習を 通 した 主体的な キ ャ リ ア 選

択を求め られ て い た。
一

方 で ，調査地域の 労働市

場は，限定的な選択肢 の なか で キ ャ リア の 選択を

彼 らに 迫 る。つ ま り，様 々 の 可 能性 か ら主体的 に

選択 させ よ うとする教育 の 意図 と，限 られ た選択

肢 し か 用意で きない 地方の 労働市場の 現実 の 間に

は，構造的な齟齬が存在する の で あ る 。

4 ．調査結果 と分析

　 こ うした状況におい て ，調査協力者た ちは 高校

時代に どの ようにキ ャ リア を選択 して い っ た の か。

以下 で は，調査 の
一

環 で 行 わ れ た個入 イ ン タ ビ ュ

ーに も とづ き，彼らの経験を描い て い く。

　A 高校 で は，1年次末 に は 2 年次以 降専門的に

学習す る分野 として の 「系列 」 を選択 し，そ こ で

の 学習 ・資格取得を通 して 進学や就職 に 向け活動

するよ う，カ リキュ ラ ム にお い て定め られ て い た。

　 しか し，調 査 協力者 の 進路意識や就職意識 は，

みな 口 をそ ろ え て 「そ れま で は 考えて なかっ た」

と語 っ た よ うに，高校 3 年次まで 萌芽 をみ る こ と

は なか っ た 。 職業選択 を視野 に入れた学習が求め

られ る総合学科 にお い て ，彼 らは そ うし た学校か

らの 要請や キ ャ リア教育に必 ず しも従わない か た

ちで進路選択に 臨ん で い た の で あ る 。 調査協力者

の
一

人 は，就職は 「どこ で もよか っ た」 と語 っ た。

協力者（K ）；つ
一か ね，第

一
希 望 が なか っ た もん ！

報告者（＊ ）： あそ う。

K ： そ う言 われ て み て も。別 に 000 （大手自動車 メー

　 カー
）に 行 こ うと か も思わ ん か っ た し，［＊ ； うん。］

　 地元 に お るつ もりで お っ た け，は なか ら。

協力者 （Y ）：そ の 頃 どこ に就職 し よ うとか も全 然な かっ

　　　　　た。で ，と り あえず漠然 と 「ま あ 就職 で い

　　　　　 っ か」 みた い な。

　 こ の よ うに職業的興味 ・関心や進路意識 が 不明

確な状態は ，現代の 高校生 に少 なか らずみ られ る

こ とだろ う。しか し，意識 が 不明確で あ っ た り進

路希望 の 変更回数 が 多けれ ば，進路選択の 段階で

困難を抱えや す い とい うデ
ー

タが ある（日本労働

研究機構　2003）。 本報告 の 調 査 協力者か ら も 困難

や戸惑い に直面 した経験 が 語 られた 。

＊ ：こ だわ りとか なか っ た ？測量 の 授業受け と っ た け ど，

　 それ を活 か して とか。

K ： 考え た，考 え と っ た け ど，［＊ ： うん 。］（就職先は ）

　 まずなか っ た麺 まず免許，免許っ っ
一か，資格持

　 っ て ない と話ん な らん世界だ けえ。

　 こ の よ うに 「測量 」 関係 へ の 就職が難 しい と知

っ た K は，しか し
一

転，「そ りゃ あ
一

番 の 興味は

ク ル マ で し ょ 」 とい う理 由で ， 就職 で きる企業を

「早 く」 「簡単に」決 め，自動車学校に 通 い 始め た。

こ の とき，総合学科の 科 目選択制度は，彼がキ ャ

リア を選 択する際の 準拠枠とは なっ て い なか っ た。

　
一

方 で，学校に寄せ られ た求人 に は 特定 の 業種

や職種 の もの が多 く、それ らに 「興味が な か っ た」

ため戸惑 い を抱 い た とい う者 もい た。

Y ：無 い つ っ て も，自分 が何 を したい か ら探 しとるわ け

　 で もなか っ たん だ け ど
一。（中略）そ の 頃 ま あ，若干

　 だけ ど 「ど うし よ うか な」 みた い なの は あ っ た ね。

　 しか し，後 に Y は 「担任 の 先生 」に 「パ ン エ場」

を紹介され，「嫌で も な く，良 く も な い け ど」 「『ま

一い い か な ？』み た い な ノ リで 」受験 した。彼 は，

学校 に 寄せ られた求人 に は 魅力的な もの が なく悩

んだが，担任 の 先 生 に 「勧 め られ た っ て の もあ る

し」 「別 に こ の ま ま待っ と っ て も他 に，い い もんも

ない か なみた い な」考えに 至 り， 逆に早 い 段階 で

就職先 を決 める こ とが で きた とい う。

　こ う した彼 ら個別 の キ ャ リア 選択は ，い か に 可

能 だ っ た の か。彼ら の経験 をふ まえた とき，学校

の指導や キ ャ リア教育か らの 離脱 は どの よ うに解

釈 され うる の か。報告で は，こ れ らの 課題に つ い

て ウ ィ リス （訳書　1996）が 提示 し た 〈洞察〉の概

念を用 い な が ら議論す る。報告 の 枠組 み や参考文

献な ど の詳細は，当 目の 配布資料 を参照 された い 。
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