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1　問題 の 所在

　近年 の 社会階層研 究 は ， 学歴 を位置財

positional　good （Hirsh　1976） と して 考え た

場合 ， 教育機会 の 不平 等や世代間社会移動

の 見 え方 が どの よ うに変わ る の か を明 らか

に し ようとし て い る （Shavit　2013）．学歴

を位 置財 とし て とらえ る とい うこ とは，学

歴 を教育年数や 取得 した学歴 レ ベ ル の よ う

に時代に よっ て 変わ らない 絶対的な水準 と

して とらえる視点で は な く，ある個人 の 学

歴 が 他者 と比 較 して どれ ほ どの 水準なの か

とい う相対 的な視点か ら分析す る こ とを意

味す る． した が っ て ，教育 の 拡大を踏 ま え

るな らば，同 じ学歴 で あ っ て も ， 時代や性

別 な ど に よ っ て そ の意 味は 異な っ て く る．

　 それで は こ の よ うな学歴 を位置財 と し て

と ら え た 場 合 ， 教育機 会の 不平等 に 対 し て

ど の よ うにア プ ロ
ー

チで きる の だろ うか ，

教育の 拡大は ある特定の 層 に 限 っ て 生 じた

わ け で は な く ， 全 て の 生徒に か つ て よ り も

高 い 水 準 の 教 育を提 供 した ． したが っ て 絶

対的な水準で みた場合，教育機会 の 不 平等

は縮 小す る可能性が あ る ．しか し，有利な

家庭出身 の 生徒 は，労働市場に お ける相対

的な優位性 の 維持可 能性 が で きるだ け高 く

なるよ うな教 育選択 を行 うだろ う （Thurow

l975），そ の 結果 ， 教育の 拡大が生 じて

も ，位 置財 と して 教育を と らえた場合，教

育機 会の 不平等 は縮小 しな い と考え られ

る ．

2　分析枠組み

　学歴 を絶対 的ある い は 相対的な視点か ら

と らえ， 日本 にお け る教育機会 の 不 平等 の

トレ ン ドを 明 らか にす る．具体的に は以下

の 3 つ の 分析を行 う．

分析 1　学歴 の絶対 的位置

　学歴 を絶対的 な水準 と して と らえた分析

で は ， 教育年数 を従属変数 と し て 用 い る．

教育年数 は ，あ る学歴 に っ い て 常に
一

定の

値 を とる点で ，絶対的な学歴 の価値を示 し

た も の と い え る ．つ ま り，高卒や 大卒の 意

味が時代に よ っ て変化 しない こ とを仮 定 し

て い る，また大 学内にお け る差異 も考慮 し

ない とい う点で も絶対的な水準 に着 目した

尺 度 とい え る．

分析 2　職業的収益か らみ た学歴の 相対 的

位置

　学歴 を相対 的な水 準か らと らえ る分析で

は ，各時代 にお ける それ ぞ れ の 学歴資格の

相対 的な位置を ， そ の 職業的収益に よ っ て

測定す る ．Treiman　and 　Terrell （1975 ） は，

国に よ っ て 異な る学歴 資格 の 相 対 的な位置

づ け を 比 較可 能な か た ち で 分析 す る上で ，

EpS （effect −proportional　scale ） を用い て い

る．こ れ は標準国 際職業威信尺 度を基準 と

な る変数 と し，そ れ と学歴 との 相関がそれ

ぞれの 社会 で 最大 となるよ うに各学歴 の 得

点 を求め ， 各学歴に そ の 値 を代入 し て 尺 度

化 し た もの で あ る，絶対 的 な水準で は比 較

可 能で ない 米国 と英国の 学歴 の 価値 を ， 職

業的収益 か らみ た相対 的な価値 と し て 尺 度

化す る こ と で ，比 較可 能性 を確保 しよ うと

した試み で あ る ．

　本研究で は，こ の 方法を時 代 に よ る学歴

資格 の 相対的位置づ け の 変化 の 測定 に適用
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す る ．こ の 場合，EPS は ，個人が取得 し た

学歴 に よ り達成 で きる職業 的地位の 高 さ

が ，時代的に変化す る こ とを考慮 し，学歴

の 相対的な位置 を と らえ よ うとす る も の で

あ る．

分析 3　学歴分布か らみ た学歴の相 対的位

置

　分析 2 にお い ては ， 職業的収益 とい う外

的基準を用 い た が ，分析 3 で は ，時代に よ

っ て 異 なる学歴 の 分布それ 自体 に注 目し

て ， 各学歴 資格 の 相対的な位置づ け を考慮

した分析 を行 う．

　学歴の 相 対的な価値は ，当該 コ ーホ ー ト

にお け る労働 市場参入 にお ける有利 さ （仕

事 の 待 ち行列の 順位） に よ っ て 測定で き る

と仮 定す る．こ の 学歴の 分布 は ， 雇用主に

よ っ て 個人の 訓練可能性 を表す分布 と し て

考慮 され，選抜 の 基準 に用い られ る．そ の

結果 ， 当該 コ
ー

ホ
ー

トにお い て 学歴が 相対

的に 高い 個人 は ，労働市場参入 に 有利 とな

る，

　 しか し ， こ の 労働市場参入に お ける有利

さは教育 の 拡大に よ っ て 影 響 され る ．例え

ば，か つ ては どの よ うな大学で あ っ て も待

ち行列 の 上位 に位置す る こ とが で きた が ，

高等教育機 関が 拡大 す る に つ れ ，大 学の 水

平的階層性の 影 響が顕在化 し，選抜性の 低

い 大学は待 ち行 列 の 下位 に位置 づ け られ る

よ うに な る．また 同時に高卒や 中卒 の 相対

的な位置づ けも低下す る．こ の よ うに，教

育の 拡大 ，つ ま り教 育の 分布 の 変化 に よ っ

て ， ある学歴 資格 の 労働市場参入 にお け る

有利 さは変わ っ て くる の で あ る ，

　 以上 の よ うに 3 つ の 方法 に よ っ て 学歴 を

と らえ ， それ に対す る社会経済的背景の 影

響 の 趨勢を明 らか に す る ．

3　方法

データ

　2007 年よ り継続 して い る 「働き方 と ライ

フ ス タイ ル の 変化 に 関す る 全 国調査 」

（Japanese　Life　Course　Panel　Surveys：

JLPS ）お よび 1965 年か ら 2005 年ま で の

「社会階層 と社会移動全国調査」　 （SSM 調

査） の データを用い る．

変数

　学歴 5分類 （中学，高校，短大 ・高専，

大学 II， 大学 1） を ベ ー
ス と し ， 従属 変数 を

作成す る．大学 1 と大学 IIは大 学の 選 抜性

に よ っ て 分類 され ， 大学 1は 国公 立大 と銘

柄私 立大か ら，大学 IIは そ の 他の 私立 大 か

らなる．こ の 学歴 5分類 をもとに ， 3 つ の

従属変数 を作成す る ．1 つ 目は教育年数 で

あ り，大 学 1 と大学 IIは ともに 16 年で あ

る，2 つ 目は EPS で あ り ， 学歴 の 職業的収

益 か ら作成 され る ．3 つ 目は ， 学歴 カ テ ゴ

リで あ り，大学 1，大学 II，短大 ・高専，高

校 ， 中学 とい う順に序列 を仮定す る，独立

変数 に は 父 学歴 （中学，高校 ，大学 ・短

大） を使用 した，出生 コ
ーホ ー

ト （1926年

生 まれ か らの 10年 ご と） と調査年 を コ ン ト

ロ
ー

ル 変数 と し て 用 い た ．注 目す る の は父

学歴 と出生 コ
ー

ホ
ー

トの 交互作用効果で あ

り，こ の 結果か ら教育機会の 不 平等の 趨勢

を検討す る．

統計 モ デル

　分析 1 と分析 2 の 教育年数 と EPS に つ い

て は ，OLS に よ る分析 を行 う．

　分析 3 の 学歴 カテ ゴ リの 分布 を考慮 した

分析 で は ，近年海外や 日本の 研 究で 用い ら

れて い る
一

般化順序 ロ ジ ッ トモ デル を適用

する （近藤 ・古 田 2009 ）．

　yiを潜在 変数 ，
　 Xitを L 個 の 独立変数 とす

る と，独 立 変数間の 交互 作用 の な い モ デル

に つ い て ，式は 以下の よ うにな る．

　　　　γi一 α ＋Σ：漁勘 ＋ ei

こ こ で et は平均 0，分散π
2
／3の ロ ジ ス テ ィ

ッ ク 分布 に 従 う．γ‘を学歴カ テ ゴ リとす る

と ， γ之 鋪の 関係 は次 の よ うに表 され る．

一357一

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soclety 　of 　Educatlonal 　Soclology

騰 一 ∴熱
τkjは k番 目 の 出生 コ ー

ホ
ー

トに お ける カテ

ゴ リノとカ テ ゴ リノ＋ 1の 閾値 で あ り，鋪が ど

の 閾値の 間 に ある の かに よ っ て ， 観測値 γi

が決 ま る．こ こ で τκ1は あ る コ
ー

ホ
ー

トの 学

歴 の 分布 にお ける各学歴 カ テ ゴ リ の 相対的

な位置 を示 す も の と解釈で きる ．そ して γi
は よ り高 い 学歴 を得 る傾 向 （propensity） を

示す もの と考 え られ る．こ の yiは労働 市場

に お ける訓練可能性 を示 し，仕事 の 待 ち行

列 （labor　queue） の 位置 と関連す る と仮定

す る．

4 結果

　男性 に つ い て の 結果 を図 1〜図 5 に示 し

た．図 1 より，教育年数 を従属変数 と し た

場合 ，父 学歴 に よる格差は 1926 −35 年 か ら

1956−65 年生 まれ の コ
ー

ホ
ー

トま で縮小傾

向 にある．た だ し 1956−65 年生 まれ の コ
ー

ホ ー ト以 降に つ い て は格差は同水準 で あ

る．学歴 を絶対的な水 準 か らと らえた場

合，長期 的に み れば父 学歴 に よ る格差 は縮

小 し た と い え る．

o
「
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図 1　教育年数に 対す る 父 学歴 の 影 響 の 変化

　次 に，EPS に つ い て の 分析を行 う．ま ず

EPS を求 め るために ，調査年 ご と の 学歴別

の 職 業威信 ス コ ア の 平均値 を示 したの が，

図 2 で あ る．図 2 よ り ， 学歴 資格 に よ る職

業威 信 ス コ ア の 差異は 大 局的 に は安定的に

推移 し て い る．た だ し
， 徐 々 に 大学 1 と大

学 IIの 差異 が 広が っ て い る．こ の 職業威信

ス コ ア の 平均値 を出生 コ
ー

ホ
ー

トごとに学

歴 資格に代 入 し
，

EPS を作成 し た ．
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図 2　学歴別職業威信ス コ ア の 平 均値の 変化

　EPS に 対す る父学歴 の影 響の 変化 を図 3

よ り検討す る，図 よ り ， 父 学歴が 中学 と大

学 ・短 大の 差は 変化 し て い な い ．ま た ，高

校 と大学 ・短大 の 差 に つ い て は，1946−55

年生 まれ 以前 と 1956−65 年生 まれ 以降の コ

ーホ ー ト間で 広 が っ て い る ．職 業的収 益 と

い う点か ら，教育 を相対的 な水準で と らえ

た 場合 ， 父学歴 に よ る格差 は縮小 し て い る

とは い えず ，む しろ拡大傾 向 に ある とい え

る．
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図 3　EPSに 対す る父学 歴 の 影響 の 変化

　最後に ，順序 ロ ジ ッ トモ デル に よ る結果

を検討す る．出生 コ
ー

ホ
ー

トに よ る閾値 の

変化 を図 4 に 示 し た ．図 4 よ り，　 （D
l946−55 年生 まれ と 1956−65年生まれ の コ

ー

ホー ト間で 閾値 が も っ と も大 き く変化 した

こ とが 分か る ．特 に ，中卒 の 相対 的な位置

が低下 し て い る ．ま た ，　 （2）90 年代 の 教
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育拡大 を反 映 した形で ，1966−75 年生まれ

と 1976−86 年生 まれ の コ
ーホ ー

ト間で ， 中

卒 ， 高卒，短大 ・高専，大 学 IIの 相対的位

置 の 低下が み られ る．なお，　 （3）大学 1の

相対 的位 置づ けは，時代 に よっ て大 きく変

化 して い ない ．
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5　結論

　本研 究 は，学歴 を位 置財 と し て と らえ る

試み で ある．学歴 を絶対的な水 準か らみ た

場合 に は ， 父学歴 に よ る教育達 成 の 格差は

縮小 傾 向 をみせ た ．しか し，異 な る 2 つ の

相対 的な水準か らとらえた場合 ，どち らに

つ い て も教育達成 の 格差は縮小 し て お ら

ず，む しろ拡大傾 向を示 した ．教育 の 拡大

は，教育の 量 と い う絶対 的な学歴 水 準 に対

す る社会経 済的格差 の 縮小を導 い たが ，労

働市場 にお け る有利 さと い う相対的な視点

で み た場合 ，そ の 格差 の 水 準を ほ とん ど変

化 させ る こ とは なか っ た と い え る ．
o

毒、

46

o

蓋
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　 図 4　閾値 の 変化

A6

　こ の よ うな閾値の 変化 を所与 とした 上

で ，父 学歴 の 影響の 変化 をみ た の が 図 5 で

ある．父学歴が 中学 と大学 ・短大 の 差は変

化 し て お らず ， 高校 と大学 ・短大に つ い て

は，EPS の 場合 と同様 に，1946−55 年生ま

れ 以前 と 1956−65 年生 まれ 以 降 の コ ー
ホ
ー

ト間で 父学歴 に よ る格差が拡大 して い る．

当該 コ
ー

ホ
ー

トにお ける学歴 の 分布 か ら，

学歴 資格 の 位置づ けを相対的な水 準で と ら

えた 場合，父 学歴に よる格差は縮小 し て お

らず，どち らか とい えぱ拡大 して い る可能

性が ある ，
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図 5　学歴 カテ ゴ リに 対する父学歴の影響の

変化
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