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1．研究の背景 と調査デー
タ

（1）研 究の背景 と 目的

　 1990 年代後半以 降、日本 の 若年 ・壮年者 を

取 り巻 く社会 ・経済環境は大きく変貌を遂 げて

きた。労働市場 にお け る若者の雇用状況だけで

な く、若年者 の 晩婚化 ・未婚化傾 向が大 き く進

展 した。平成不 況期に は 、学校卒業後 の 就職率 、

早 期内 定率の 低下や正 規就職 の 機会 の 減少 と

呼応 して 、 非典型雇用 の 大幅 な上昇が見 られ た。

　 こ の よ うな変化 に 直面 し た 日本 の 若年 ・壮年

者の 学校 か ら職場 へ の 移行 と教育意識に 関 し

て 分析 する の が本研究 の 目的で あ る 。 す で に

1990 年代 の 末期か ら、学校 を通 した間断 の な

い 就職 が大 きく崩壊 して い る と い う見解 が普

及 して きた。本報告 で は 、学校経 由の 就職 に つ

い て 改め て 焦点を当て 、そ の 効果 に つ い て 検証

す る。
一

般 に言 われ て い る よ うに 学校経由 の 効

果は ほ とん どな くな っ て い る の か 、 それ ともま

だ存続す る の か に つ い て 、高卒者 と専門学校卒

業者の ケ
ー

ス を取 り上 げ、分析する 。 さ らに

本報告で は 、高学歴志 向、学校外教育投資志 向 、

学歴社会観 とい っ た教育に対す る意識 が ど の

よ うに変化 して い る の か を分析する。

（2）分析で用 い る調査デー
タ

　本研究は 、東 京大 学社会科学研 究所 が 実 施 し

て い る 「働 き方 とラ イ フ ス タイ ル の 変化 に関す

る パ ネ ル 調 査 」 （Japanese　Life　Course　panel
Surveys − JLPS） を調査デー

タ と して 用 い る。

特定の 個人 を 追跡 して い くパ ネ ル 調査 の 利点

を生か し、若 年者の行動 と意識 の 変化 の 軌跡 を

正 確に 跡付 ける こ とを 目的 とする。

　JLPS は、「若年パ ネル 調 査」 と 「壮年パ ネル

調査」 が あ り、そ れ ぞれ 日本全国に居住す る

20− 34 歳の 男女、35 −40 歳 の 男女を母集団 と し

て住民基本台帳 と選挙人名簿か ら性別 ・年齢 を

層化 し て 抽 出 した対象者に対 して 、2007 年 1

月 か ら 4 ．月に かけて Wavel の 調査 を行 っ た。

対象者に は 郵送で 調査票 を配布 し、追跡調 査 で

ある こ とを事前 に伝え た上 で 調 査 に協力 を要

請 し、調査員 が訪問 し調査 票を回収 し た。有効

回収標本 は、若年調査で は 3367（回収率 34．5％）、

壮年調査で は 1433 （回収率 40．4％） で あ る 。

　そ の 後毎年 1 月 か ら 3 月 に対象者 を追跡す る

調査 を実施 して お り、直近の 2013 年 1月 か ら

3月 には 、Wave7 の 調査 を実施 した。現在集計

作業 中で あるが 、「若年 パ ネル 調査」 は 2038

名 （ア タ ッ ク数の 79．2％）、「壮年パ ネル 調査 」

は 1038名 （同 88．7％）か ら回答 を得た 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（石 田浩 ）

2．高卒者の 学校か ら職業 へ の 移行

（1）問題設定

　 日本の 学校か ら職場 へ の 移行 の 特徴 として 、

学校がジ ョ ブマ ッ チ ン グ の 過程に深 く関わ り、

学校 を通 し た 就職斡旋 （学校経由 の 就職）の 仕

組 み が整 っ て い るこ とが指摘 され て きた 。 しか

し、1990 年代後半か ら こ の よ うな学校 に よ る

就職斡旋の 体制 は もはや機能 して お らず、個人

の 責任 にお い て 就職活動に 取 り組 ま ざるを得

ない 状況 に な っ て きて い る と言われて い る 。 本

研究で は 、学校 を通 した就職活動 の 実態に つ い

て今一度焦点 を 当て 、高校 が果た し て い る役割 、

特に 高校 を通 した就職 とそれ 以外 の 経 路 の 就

職 に よ り就職 の ア ウ トカ ム に ど の よ うな違 い

が ある の か を検証す る 。

（2） 分析枠組み

　本分析は JLPS の若年 と壮年パ ネル 調査 の 対

象者 の うち高卒が最終 学歴 の 者 を取 り上 げる 。

2007年 W 伽 e1 時点で 高等学校 が最後 に通 っ た

学校で高校 を卒業 した もの が分析 対象で ある。

学校 の 先生や進路指導室 ・就職部 を通 して初職

の こ とを知 り応募 した対象者を 「学校経由」 の

就職者 と し、学校 関係以外 の 方法 （家族、知人 、

求人広告 、 イ ン ターネ ッ トな ど）を用 い た もの

と区別 した。初職 に っ い て は 、卒業直後か ら働

きは じめたか （間断な し）、初職 で就い た仕事

は就職活動 が始ま る とき に希 望 し て い た仕事
か （希望職）、初職は 正 規 の 仕事 か （正 規職〉

の 3 っ の ア ウ トカ ム を取 り上 げる。

（3）分析結果と考察
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　分析対象 となっ た 高卒の 若年 ・壮年者の 問で

は、学校 を通 して 初職 に っ い た割合 は 、 若年

（2007 年時点で 20−34 歳）58％、壮年 （同、35−40

歳）64％ とな っ て お り、過 半数が学校経由の 就

職 と考えられ る。学校経 由の 就職者 は 、間断な

く就職す る 比 率 が 97％ と極 め て 高 く、初職 が希

望 の 仕事で あ っ た比 率も 5 割を超え、正 規職 の

比率 も 9 割に達 し、他の 経路の就職者 よ りも圧

倒的に 高い
。

こ の こ とは 、学校経 由の 就職 の 効

果がある こ とを物語 っ て い る。

　 しか し 、 学校経由 の 効果 は 、学校を積極的に

利用す る特定の 属性 を持 っ た 人 々 に よ る効果

か も しれな い 。そ こ で どの よ うな対象者が学校

を通 した就職 をしやす い か を調 べ ると、普通科

以外の 専門科高校の 出身者、高校 で の 成績が 良

い 者 、 社会的背景 か らい う と、父学歴が 比較的

に低 く、父 階層 が マ ニ ュ ア ル 職で あ る者が 、学

校経由 の 就職 を しやす い こ とがわか っ た。

　そ こ で 学校経 由 の 就職 を あ る種 の 模擬 実験

的なセ ッ テ ィ ン グの 処 置 （Treatment）とみな し、

処置 の 因果効果 を測定す る傾 向ス コ ア に よ る

マ ッ チ ン グ法 を採用 して 分析を行 う。 まず処 置

を受 ける確率 を観察され る属性 （高校 タ イ プ、

成績 、 社会的背景）か ら推定す る。次に処置 を

受ける確率に よ りグル
ープに分 け、確率が ほ ぼ

同 じ とみ なす グル
ープ 内 で 学校経 由 の 効果 を

測定する 。こ れ に よ り、観察 され た属性が平均

的に ほ ぼ同 じ で ある人 々 が 学校経 由 とい う処

置を受 けた か 否か に よ っ て 就職 の ア ウ トカ ム

に違い がある の か を検証す るこ とがで きる。さ

らに 処置 を受 けや す い 処 置確 率 の 高 い グル
ー

プ と低 い グル
ープ の 間で 、処置効果が 同質で あ

る の か を検証する 。

　分析結果 か らは、処置を受ける確率 の 低 い グ

ル
ープ （すなわ ち学校経由の 就職 を しなさそ う

なグ ル
ープ）の 間 で 学校経 由の 初職ア ウ トカ ム

に与 える効果が 最 も高 い 傾向 の あ る こ とが判

明 した 。 学校経 由で の 就職 を し な さそ うな人

（例 えば、普通科 出身考で成績が良くなか っ た

人 〉が学校 を通 して 就職 し た 場合に 、そ の 効果

が最 も大きくなる こ とが予想 され る 。

　　　 　　　　　　 　　　　　　（石 田浩）

3．専門学校卒業者の学校か ら職業へ の 移行

（1） 問題設定

　学校 か ら職 業 へ の 移行過程 にお い て 学校 が

就職斡旋 とい う形で 関与 す る こ とは、高校に 限

らず高等教育にお い て も見 る こ とが で きる。た

だ、質的量 的な面 で、高校 と高等教育 とで は 違

い が 見 られ る。高校の 場合、学校はハ ロ
ー

ワ
ー

ク と共 同で 就職 ・採用活 動の ス ケ ジ ュ
ー

ル を決

め、求人票の 送付や採用試験の 応募 な らび に試

験 の 日程 な どを厳 格に企業 に守 らせ よ うと努

力 をす る。他方、高等教育にお い て はそ の よ う

な仕組みは存在 しな い
。 確か に大 学と短大にお

い て は、早期 の就職 ・採用活動に荷担 しな い よ

う大学側 で 自主 的 な 申 し合わ せ を行 っ て い る

が、企業側 へ の 影響力は ほ とん どな い と言 っ て

よい 。そ うし た 申し合 わせ はま る で なか っ たか

の よ うに 、 3年生 の 段階か ら就職 ・採用活動が

始ま っ て い る。こ の よ うな学校が 労働市場にお

い て はた して い る役割 の 違い は 、学校経 由の 就

職 を利用す る人 の 数に も大きな差 を生み 出 し

て い る 。 高校で は前述 の 通 り利用者 が 過 半 数を

超 えるが、そ の
一

方で 高等教育で は学校経 由 の

就職 が必ず しも多い わ けで はない 。とりわけ大

学 の 人文社会系 に い た っ て は大 学就職部 の 斡

旋 を利用するの は 1 割程度に と どま る こ と が

JLPS の デー
タか ら明 らか にな っ て い る。関与

の 仕方 もその 規模 も高校 と高等教育で は異 な

っ て い る の で あ る 。

　で は、高等教育に お い て 学校が就職斡旋に 関

与す る こ とに は ど の よ うな意味が ある の だろ

うか。既に大島 （2012）で 明 らか に した よ うに 、

大学の 人文 社会系 の 場合 には、大学就職部が セ

ー
フ テ ィ ネ ッ ト的 な役割 を果 た して い る こ と

が確認で き て い る 。
し か し、大学以外の 学校種

に つ い て はまだ十分検討 を行 え て い な い 。

　そ こ で 本報告で は、専門学校卒業者の 学校 か

ら職業 へ の 移行過程 にお い て 専 門学校 が果 た

し て い る役割 に注 目し て み た い
。 専門学校 は 、

学校基本調査 の 集計 を通 じ て よ く知 られ て い

るよ うに、就職率は比較的高い 。それは もちろ

ん 、専門学校 にお ける教育が功を奏 して学生の

能力 が高ま り、そ の 結果採用選考 に勝 ち残 る こ

とがで きて 就職 に 至 っ た 人が多か っ た と理 解

す るこ ともで きるだ ろ う。 しか し、そ うし た理

解だけで 本 当に 十分なの だ ろ うか 。
マ ッ チ ン グ

に 至 る プ ロ セ ス に、専門学校か ら職業 へ の移行

を ス ム ーズ に し て い る何 か が潜ん で い る の で

はない か 。 そ の よ うな観点か ら、専門学校卒業

者 の 入 職経路に焦点を当て 、入職経路 に よっ て

初職 が どの よ うに異 な っ て くる の か と い うこ

とを中心 に 検討 を し て み た い
。

（2＞分析枠組 み

　本分析にお い て使用するデ
ー

タ は、JLPS の
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若年パ ネル 調査 と壮年 パ ネ ル 調査であ る。専門

学校 を卒業 し、大学等 へ の進学 ・編入学は行わ

ず就職を した人が分析対象で ある 。 入職経路 と

して は 、 学校経 由（学校教員または進路指導室）、

縁故、そ の他 （求人 広告やイ ン タ
ー
ネ ッ トな ど）

の 3 タイプ に分けた。従属変数 となる初職 の 状

況に つ い て は、間断有無 （卒業後 1 ヶ 月 以内 に

働き始めた か）、企業規模 （99 人 以 下 の 小 企業

か どうか）、 非正規か ど うか を設 定した。また、

専門学校の 学科に っ い て は、wave2 にお い て 自

由記述で尋ね て お り、こ の 回答を学校基本調査

所収 の 「専修学校 の 学科及 び各種学校 の 課程の

コ
ー

ド表」に基づ き分類 したもの を用 い て い る 。

ただ し、工 業関係 と商業実務関係 以外 の 学科に

つ い ては該当者の数 が少ない こ ともあ り、分析

の都 合上 い くっ か の 学科を ま とめ た カ テ ゴ リ

ー
を作 り分析 を行 っ た （「工 業関係」 「医療 ・衛

生関係 」 「商業実務関係」 「それ以外の 学科」）．

（3）分析結果と考察

　まず 、 入職経路が学校経由 の 就職 （学校教員

また は 進 路指導室）で あ る人 の 割合だが、専門

学校卒業者の 場合約 52％で あ り、高卒者 と比

べ る と少な くな っ て い る 。 ただ 、こ の 割合は学

科に よ っ て若 干 の違い があ り、工 業関係で は約

65％ と多い の に対 し て
、 それ 以外 の 学科で は約

45％ とや や少な くな っ て い る。なお 、 医療 ・衛
生 関係 と商業実務関係は どち らも約 50％ で あ

っ た 。 縁故の 割合は 学科に よ り大き な違 い がな

い の で 、学校経由の 就職が少 な い 分、そ の 他 （求

人広告 や イ ン タ
ー

ネ ッ ト）の 入 職経路が多くな

るとい う関係 に ある 。 また 、 学校経 由 の 就職の

うち学校教員 な の か進 路指導室なの か とい う

点 を見る と、学校教員 の 方が多い の が医療 ・衛

生関係 とそれ 以外 の 学科で あ り、進路指導室 の

方が 多い の が工 業関係 と商業実務 関係 で あっ

た 。 教員 とい う専門性 を有 した個人 が媒介 して

い る の か 、それ と も事務的組織的な性格 の 強 い

進路指導室が媒介し て い る の か は 、 学科に よ る

とい うこ と に なる 。
マ ッ チ ン グ の様態は、専門

学校 で 行 われ て い る教 育の 内容や専門性 と無

関係で は ない の か も しれ な い。

　また、初職 の 状況に つ い て 見 る と、学校経由

の 就職の 場合 、学科を 問わず、間断あ りの 割合

が 他 の 入職経路 よ りも小 さか っ た 。 た だ 、 正規

職 につ い ては 、専門学校卒業者全体を見た場合、

学校経 由の 就職 の 方が他 の 入 職経路よ りも割

合が 小 さか っ た もの の 、学科別 に見 る と、医

療 ・衛生関係 と商業実務にお い て は他の 入 職経

路 と有意な違い は見 られなか っ た。また 、企業

規模が 99 人以下 の 小企業で あ る か ど うか に っ

い て も、専門学校卒業者全体で 見 た場合 、 学校

経由 の 就職の 方が他の 入職経路 よ りも割合が

小 さか っ たもの の 、学科別 に見 た場合は どの 学

科にお い て も入 職経路に よる有意な違 い は見

られ なか っ た 。

　　　　　　　　　　　　　　 （大島真夫）

4．教育意識の 差異 と変化

（1）問題設定

　 こ れ まで 「社 会階層 と社会移 動全 国調査 」

（SSM ）など の ク ロ ス セ ク シ ョ ナ ル な社会調査

か ら、学歴や教育に対す る意識 （教育意識）の

階層差や年代 ・年齢差が明 らか に され た （本田

1998； 中村 2000 ； 吉川 2006
，
　2011）。そこ で は 、

高学歴志向に対す る本人 学歴 の 効果 が若 い 世

代 にお い て 強い こ と （中村 2000 ）や学歴や職

業 の 効果が近年 高ま っ た こ と （吉川 2011）が

示 されて い る。また高学歴志向が 階層に よ る影

響 を受 け るだ けで はな く、それが子 どもの 教育

達成 に影響 を与 える こ とも示 され て い る （本 田

1998 ）。 こ の よ うな教育意識 の個人間の 差異や

親 の 教育意識 が子 ど も の 教育達成 に与 え る影

響は 明 らかに され た もの の 、個人内の教育意識

の 変化 に注 目した研究はみ られ な い 。つ ま り、

どの よ うな条件で 教育意識が 変化す る の か に

つ い て は 十 分に検討 され て い な い
。 そ こ で 、本

研 究で は パ ネル 調査データの 利点を活 か し 、 教

育意識 の 個人間の 差異 と個人 内の 変化 に注 目

した分析 を行 う。

（2）分析枠組み

　分析に用 い た の は 2007年 （Wavel ）か ら 2013

年 （Wave7）まで の 「若年パ ネル 調査 」 と 「壮

年パ ネル 調査 」 の デ
ー

タ で ある。（1）子 どもに

対す る高学歴志向 （自分 の 子 どもに は で きるだ

け高 い 教育を受 けさせ た い ）、 （2）学校外教育

投資志向 （自分 の 子 どもには 、学校教育の ほ か

に家庭教師を っ けた り、塾 に通わせ た い ）、（3）
学歴 社会観 （どん な学校を 出た の か に よ っ て 、

人生が ほ とん ど決ま っ て し ま う）、 とい う 3 つ

の 教育意識 を従属 変数とす る 。 （D （2）に っ い

て は Wave2 、　 Wave4 、　 Wave6 の 3 時点で、（3）
に つ い て は Wave1 、　 Wave3 、　 Wave5 、　 Wave7 の

4 時点 で 得 られた。また、（1） と （2）に つ い

て は 、
「1．そ う思 う」

〜 「4．そ う思わない 」

ま で の 4 件法 の 尺度 、 （3）に つ い て は 中間に 厂3．
どち ら ともい えな い 」を含 めた 「1．そ う思 う」
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〜 「5．そ う思 わな い 」 まで の 5 件法の 尺度で

ある 。 分析で は 「そ う思 う」 の 値 が もっ とも高

くなる ように反転 し た。

　独立 変数 に は 、時間 とと もに変化す る変数

（個人 内で変動する変数） と して 、調査 時点、

職業、世帯収入 を投入 した。また時問 とともに

変化 しない 変数 （個人 内で変動 しない 変数 〉と

し て 、性別、年齢、学歴 を投入 した 。

　分析 には （1）プー
リ ン グデータに対す る OLS 、

（2）ラ ン ダム 効果 モ デル 、（3）固定効果 モ デ

ル 、そ して （4）ハ イ ブ リ ッ ドモ デル （Allison

2009； 三 輪 ・山本 2012；中澤 2012） とい う 4

つ の パ ネル デー
タ分析手法 を用い る。こ れに よ

っ て、（1）従来の 重回帰分析 の 結果、（2）個人

間の 差異 と個人内変化 の 両方 の 影響を示 し た

結果 、 （3）個人 内の 変化の 影響の みを示 した結

果、（4＞個人間の差異 と個人内 の 変化 を分解 し

て 示 し た結果 を比較す る こ とが可能 となる。

（3＞分 析結果と考察

　教育意識の 差異 と変化 　教育意識 の 分布 は

表 1の よ うに なっ た。

　　　表 1 ：教育意識の分布 （時点合併）

。繍 ・黜 ・ 讒 誹 雛 ・・思・ 〃

　 　 　 　 　 　 　 　 　
，
思 う　 　 　 思　ない

蠶騾 投資志向 茘 91：：　 　 ：；：ll9：ll：1：
学歴社会観　　　　　14．4　　　17．1　　　 31．9　　 2g．0　　 7．6　 5544

　次に教育意識 の 特徴を個人 間 の 差異 と個人

内 の 差異の 割合か ら示 し た い
。 全分散 （個人 間

分散 ＋個人内分散）にお け る個人 間分散の 割合

で ある級 内相 関 （Intraclass　correlation ＞を表 2

に 示 し た。級 内相 関の 値は、個人間の 差異が大

きい ほ ど高 く、個人 内の 変化が大き い ほ ど小 さ

くなる。表 2 よ り、高学歴 志向 と学校外教育投

資志 向は個人 間 の ば らつ きの ほ うがやや 大 き

く　（ICC ＞ 05 ）、学歴社会観は、個人 内の 変化

の ほ うがやや大 き い こ とが わ か る （ICC ＜ 05 ）。

なお、参考まで に 階層帰属意識 の 級内相関 も示

したが 、個人 間 の 差異の ほ うがやや大き い 変数

とい える （ICC ＞ 0．5）。

　　　　　表 2 ： 級内相関 （IGC）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 IGC 　 時 点数 　 N （culst8r ）

持 っ て い た。学歴 の 効果は大き く、個人間 の 差

異を大 き く説 明 して い る。モ デ ル の 比較か らは 、

職業 の 効果 は変化 に よ る もの とい うよ りも、主

に 個人間の 差異 を反映 して い る 。

一方、平均的

な収入 だけで はな く、個人内の 収入の 増加 が高

学歴志 向の 上 昇に影響 を与 えて い る こ とが示

され た 。

　学校外教育投資志向　学校外 教育投資志向

には主 に収入 が 効果 を持 っ て い た。モ デル の 比

較か ら、収入が 高い こ とは高い 学校外教育投資

志向 と結 び つ く こ と、また収入 の 増加が学校外

教育投資志向の 上昇を導 くこ とが示 された 。

　学歴社会 観　学歴社会観にた い する学歴、職

業、収入 の影響は小 さい 。個人間の 収入 の 違 い

は 学歴社会観 の 差異 とは関係 して い なか っ た

が 、 収入 の 増加 は学歴社会観 の 上昇 を導い て い

た （10％水準）。

　以上 の 結果をま とめ たの が表 3 で ある。学歴

は特に高学歴志向 との 関連が強い が 、他 の 教育

意識 との 関連 はそ こ ま で 強 くは ない 。また個人

間 の 職業的地位や収入の 違い が 、高学歴 志向や

学校外 教育投資志向 の 違い に反 映 されて い る 。

しか し教育意識は これ ら個人間の 特徴の み で

説明 され るわ け で はな い
， 表 2 で み た よ うに教

育意識 には あ る程度 の 個人 内の 変化 がみ られ、

特 に収入 の 変化の 影響が個人の 教育意識 の 変

化 に影響を与 えて い る 。
パ ネル データを用い た

分析 か ら は 、教育意識 の 変化を み る上 で の 収入

変化 の 重要性が示 された。

　　　　　　 表 3 ： 結果の要 約

高 学歴志 向 　鬻謡曽　 学歴社 鐵

研
究
発

表
1

学歴

職業

収入

職業 の 変化

収入 の 変化

OOO

△

○

△

OOOO
x

△

x

△

△

O 有意な効果、△ 10m水準 で有，な効果、　x 有意 ではない 効果

（1＞自分の 子どもに はできるだ け高い教　0．591　 3
育を受 けさせ た い

（2＞自分の子どもに は ．学校教育の ほ か　0．602　　3
に 家庭 教師をつ けたり．塾に 通わ せたい

禦齢麓鑿難 欝
によ っ て・人生

・・4434

4053 （1351 ＞

3S49 （1283 ＞

55婀 （1386）

（参考 D 階層帰属意識10段階

（参考2）階層帰属意識10段階

0．564　　　3　　　　4eSO （i360 ）

0．57945440 （1360 ）

　高学歴志向　パ ネル デ
ー

タ分析 の 結果 、高学

歴志向に は学歴 、職業、収入 の 3 変数が効果 を

（藤原翔）

　図表お よび参考文献などの 詳細は 当 目資料

とし て 配布す る。本研究は、科学研究費補助金
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を受けた もの で ある 。 東京大学社会科学研究所

パ ネル 調査 の 実施に あた っ ては 、社会科学研究

所研究資金、株式会社 ア ウ トソ
ー

シ ン グか らの

奨学寄付金 を受けた 。
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に あ た っ て は社会科学研 究所 パ ネ ル 調 査企画

委員会の 許可を受けた 。
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