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生涯教育 と教育の 機会均等

市 川 昭 午

1．　 第 3 の 均等化政策

　數育 の 機会均等 は 生涯教育の 重要な 達成 目標 で ある 。 教育機会の 実質的均等化は 生

涯 教育化政策が担 う最大の 基本的課題 とい っ て も過言で は ない
。

生涯教育は 単に 個 々

人の 生涯 に わた る恒久的学習の 実現 ， あるい は それ を保障す る ため の 学習機会の 体系

的整備を意味す るだ けで な く ， r現在及び近未来に お ける教育制度の 不 平等を代償す

る」 とい う課題を 担 っ て い る ω
。 そ の 意味に お い て ， 「教 育 の 民主 化 とい う考え方は

生涯教育イ デオ ロ ギ ーの基本的要素 の
一

つ で ある」 と指摘され て い る（2〕
。

　現代社会の 基 本的 目標 とされ て い る民主 化は ， 人間の 自由と平等 とい う相剋す る内

容を含んで お り， したが っ て 理念とし て は 承認 されや すい が ， そ の 実現は簡単で は な

い
。

こ の 自由と平等を 調和 させ る もの が機会の 均等 とい う考え方で あろ う。 人 々 が不

平等に 生 まれ て くる現実社会に お い て ， 教育は人 間 の 自由 と平等 とを調和的に 達成す

る 上で の 重要な 手段 とみ な され て きた 。 教育の 機会均 等が社会的な機会の 均 等を 保障

し ， それ に よ っ て 個人の 自由を損 なわ ずに ， 人々 の 平 等化を 実現す る と考 え られた の

で ある 。

　こ うした 考え方は 早 くか ら見 られ たが ， 特に第 2 次大戦後に おけ る世 界的 な民主化

傾 向の 高 ま りは ， 平等化の 担い 手と し て の 教育機能を重 視させ ， 教育機会の 均等化政

策が各国に お い て 熱心 に 追求 さ れた 。

　第 1段 階 とし て ， そ れ は まず学校教育 の 拡張 と い う形態を とっ た 。
こ れ まで 少数 エ

リー トに よ っ て 独 占されて い た 義務教育以後の 学校教育を 広 く一般大衆の 子 弟に 開放

しよ うとす る の が ， そ の 狙 い で あ っ た 。 高度成長経済 の 下 で の 人材需要や財源上の 余

裕 に も助け られて ， 学校教育は 急速 な膨張を とげた 。
1950年 代 か ら 60年代に か け て ，

学校 の 収容 問 口は 著 し く拡大され ， 教育人 口 は 目覚ま し く増大 した 。

　しか し ， それが必ず し も教育機会の 均等化を もた らさない こ とが次第に 明 らか とな
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っ て きた 。 学校教育 ， 特に 高等教 育や進学 コ
ー

ス の 中等学校な どが恵 まれ た 家庭の 子

弟に 独 占されやす く， 恵まれない 家庭の 子弟がそ こ か ら締め 出されが ち な傾 向はな く

な らなか っ た 。 む ろ ん ， 学校教育の 間 口 が拡 大 され た た め ， 恵まれない 社会階層か ら

の 上 級学校進学老 も絶対数で は 増加 した が ， 「相対的関係 と して見れ ば ， 機会の 拡張

は 社会的不 平等を修正す る よ りは む しろ 反映 する もの で あ っ た 。 」（3｝

　 そ うした事実に 着 目し て 行われ た十数年に わた る研究は ， 人閭形 成 に と っ て 学校 教

育に 劣 らず ， 時に は それ以上 に 学校 外の 環境が大切な要因で ある こ とを結論づけた 。

　 子供の 認識能力や学 習意欲な どは 家庭や 地域 ， 遊び 仲間な ど ， 幼児期の 生活 ・文化

環境に よ っ て ， 入学 前に既 に 大 きな 差 異が で きて し ま う。
また ， 学校 に 入 っ て か ら

も，子供 の 学習に 対す る態度や 意欲は 学校や 両親 ， 地 域 ， 文化な ど学校外の 諸要因に

よ る影響を 強 く受け 続け る
。 さ らに ， 卒業 し て か らの 生活 ・職業 環境 の 如何に よ っ て

は
， せ っ か く苦労し て 身に つ け た学校教育 の 成果 も急速に 失われ て しま う。

　 こ うした事態に対 処す るた め に 打ち出 され て きた の が ， い わゆ る代償教育 （compen −

satory 　education ） の 政策で あ り， これ を教育機会均等化政策の 第 2 段階 とみ る こ と

が で ぎる。
こ の 代償教育 の 具体的方策 と して は ， 周知の よ うに こ れ まで 各国に お い て

さ ま ざ まな プ ロ グ ラ ム が工 夫され ，ある い は 実施に 移 され て きた 。 若干の 例を あ げれ

ば ， 子供を で きるだ け不遇な就学前環境か ら救出し よ うとす る ヘ
ッ ドス タ ー ト ・プ ロ

グ ラ ム （headstart　programmes ），社会 ， 経済，文化的 に 恵まれ ない 地域 に 対 し て行財

政上 優遇措 置を 講ず る教育優先地 域 （educational 　pri。rity 　 areas ）指定政 策，学校教

育 の 内容 ・方 法を 個別化 し ，
ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ の ある子供達を手厚 く遇する積極的な格

差是正 （positive　discriminati。n ）の 政策 ， 学校卒業後の 青少年に 継続教 育 （further

educati 。n ）を行 うこ とで 教育成果の 維持向上を は か る 方策な どが
， それ で ある （4）

。

　 しか し ， こ の 代償教育政策を積極的に 推 し進 め た欧米先進諸国が こ れ まで 経験 した

と こ ろ では ， それ らの代償教育施策は 巨額の 経費を要す る割合に は 予 期 した成果 を得

ら2　 tstか っ た 。 その 理 由 として は ， 職業的 習性 と し て とか く学習環境や社 会環境を重

視 した が る教育学者 や社会学者が 見逃 しが ち な遺伝 的 素質 とか 先天 的な能力 の 差異を

考え る こ ともで きる（5｝
e も っ とも， こ れが どの 程度 まで 寄与 して い る と見 るか は 議論

の 岐れ る とこ ろだ が ， ま っ た く無視 して し ま うこ とは で きな い で あろ う。

　 しか し ， それ以上に ， 学校外要囚が学校教育を周辺的に補強 した ぐらい で は 克服で

きない ほ ど強 く利い て い る の だ と解釈する こ とも可能で ある 。 幼児期の 環境に よ っ て

就学 前に い っ たん 形 成 された 子 供 の 認 識能力や 学習 意欲 に 関す る大 きな格差 は ， その

後も家族や友人 ， 地域な どの 学校外要因に よ っ て 絶えず拡大 され るか ら ， 代償教育に

よ っ て これを 埋 め るの は 至 難の 業 とい え る 。

　い ずれに し て も， 教育機会 の 均等 と， それ を通 じて の 社会的平等の 実現 とい う目標

は ， 第 1 の 学校教育 の 拡張に 次 ぐ， 第 2 の 代償教育 の 強化 とい う方策に よ っ て も達成

で きなか っ た 。
こ こ に お い て ，第 3 の 教育機会均等化方策と し て 登場 し て きた の が ，
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生涯教育化政策に ほ か な らない
。 そ れ 故 ， こ の 第 3 の 均 等化政策は 当然 の こ とt： b，：

ら ， 第 1 ， 第 2 の 均等化政策の 反省の 上 に 立 ち ， そ の 経験を活か した もの で なけれ ば

な らない
。

　第 1 の均等化政策か ら得 られ た教訓は改め て繰 り返すまで もな く， 単なる学校制度

の 拡張政策で は不
一
卜分であ り， 目標集団 （target　group）を絞 り，

こ れ に対 す る優先

的施策を講ず る必要がある とい うこ とで ある。 それ故 ， 「そ の 政策提案に 当た っ て ，

意識的 な建設 的格差是正 の 施策が織 り込 まれ ない 限 り， リ カ レ ン ト教育が既存の 不平

等をい っ そ う強化す る危険を 有する こ とは 否定で きない 」 の で ある  
。

　第 2 の 均等化政策か ら学ぶ べ き教訓は ， 教育部門以外の 関連諸政 策に よる支援 と協

力が社会的平等の 実現に と っ て は むろ ん の こ と， 教育機会均等化の 達成に とっ て も不

可 欠で あ る こ と ， 及 び積極的 な格差是正 の 施策が 青少年期だけに 限 られず ，

一
生涯 に

わ た っ て 必要 とされ る こ とで ある 。 前者に つ い て は 改め て 説 明を 要 しな い が ， 後者は

次の 理 由に 基 づ く。 学校教育に お い て 積極的格差 是正方策が実施 された とこ ろ で ， そ

れがそ うした施策を 必要な らしめ る社会経済的要因を完全に 代償す る こ とは 到 底不 可

能だか ら， 上級学校 の教育機会を前段階の 成 纉の みに 基づ い て分配す る の は 適当で は

な く， 人生の 後の 段階に おい て 再度教育機会が保障され るべ きで あ る
。

　さ らに ， 教 育ない しは学習機会の 不 均等は こ れ ま で 学校教育期 とみ な され て きた青

少年期 に の み 生ず る とは 限 らな い
。 学校を終えて か ら後 も，各種の 教育 ・訓 練 ・学 習

機会に 恵 まれず ， 職業的発展ある い は 人間的発達に不 利な立場に おか れ る人 々 が常 に

存在す る 。
こ うした 人生 の 各段 階に お い て 出現す る学習機会の 不 均等 と ， そ こ か ら生

まれて くる社会的不 平等の 問題に対処す る教 育施策が考慮 され る必要が ある（7〕
。

　こ れか らも明 らか な よ うに ， 第 3 の均等化政策 とい うべ き生涯教 育化政策が ， 第 2

の それ と異な る のは ，  教育 機会の 均等化を学校教育段階だけで は な く，

一生涯 に わ

た る長期的展 望に お い て達成 し よ うとして い る こ と。   同
一

世代間ない しは 同一
年齢

コ
ー

ホ
ー

ト に お け る教 育機会の 不 均等 の み で な く ， 異 なる 世代間に お ける教育機会 の

不 均等 の 是正を も課題 として い る こ と。   教育政策だけの 独力 で な く， 社会労働政策

をは じめ 経済 ， 租税 ， 住宅政策な ど ， 教育 以外の 支援政策 （non −educati 。nal 　support −

ing　policies） の 協力の 下に それを実現 し よ うとして い る こ と ， に あ る 。

2．　 生 涯 教育 の 効 用

　こ れ まで 述べ て きた こ とを 要約すれ ば ， 生涯教育ない しは そ の 具体的方策 とみ な さ

れ て い る 「リ カ レ ン ト教育 を 導 入 し よ うとす る 基本的 な動機 の
一

つ は ， 教 育 の 平等及

び それ を 通ず る社会的平等を達成す る上 で
，

リ カ レ ソ ト教育が従 来 の 教 育 シ ス テ ム よ

りも秀れた 戦略で ある と期待され る」（S）点 に あ っ た とい うこ とに な る 。 けれ ど も，生

涯 教 育体制 ない しは リカ レ ン ト教育 モ デ ル が 何故に 青少年期を 中心 とす る フ ロ ン ト ・

エ ン ド ・モ デ ル （front　end 　model ） と上ヒベ て ， 教育機会の 均等化 とい う点で 優れて
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い る の か は 必ず しも明確で は ない 。 これに つ い て こ れ まで な され て きた 説 明は お お む

ね 以下の よ うに 要約で きる 。

　 第 1は 同世代間ない しは 同
一

年齢 コ
ー

ホ
ー

トに お ける教育機会均等化 に つ い て ， 義

務教育な い しは 中等教育終了後 ， な ん らか の 理 由で 後期中等教育ない しは 高等教育に

進学 し なか っ た ， も し くは 進学で きなか っ た 人 々 に 対 し，人生 の 後の 段階に お い て 学

校教育を利用す る機会が与え られる 。
こ の 場合の 不進学理 由は い ろ い ろ あるが ， もっ

とも重要 と考え られて い る の は 進学動機 の 問題で ある。 従来学校教育 該当年齢 とみ な

され て きた 時期 と学習意欲 とは 必ず し も一致 して お らず ， そ の 結果 ，

一
方に お い て 才

能を有 しなが ら進学 しよ うとしない 者が存在す る反面 ， 他方に お い て 学習意欲を持た

ない 不 本意進学者が生 じて きた 。

　義務教育あるい は 中等教育終了の 段階で ， それ以上 の 教育を必要 と感ぜず ， 上級学

校に 進学 しなか っ た 人 々 が ， その後 の入生体験 ， 職業経験を通 じて そ うした教 育 の 必

要を 自覚す る に 至 る場合が 少な くない
。 そ の 場 合，改め て 学校に 復帰 し ， 学 習を 再開

で きる の が リカ レ ン ト教育 シ ス テ ム の 特徴で ある 。
こ の こ とは ， 進学 の 意欲や 意志が

家庭の 経済的 ・文化的諸条件に よ っ て 規定 され る こ とが多い だけに ， 社会階層間の 教

育格差を 是正す る の に 役立 つ
。

　こ の 場合 ， 成人学生 （mature 　student ）は ス ト レ ー トに 進学 し て くる青少年学生 と

比べ て ， よ り明確な進学 目的と学習意欲を有 して い る こ とが想定で き， その 点で は 教

育活動が よ り効率化す る こ とが 期待 され る 。 同時に ， リカ レ ン ト教育 の 機会が保障さ

れ るな らば ， 義務教 育 あ るい は 中等教育終了 の時点で は それ以 上 の 学習意欲な い しは

進学 目的を 有 しな い に もか か わ らず ， それ 以後の 人生段 階で は もは や 進学 の 機会が見

い だせ ない とい うだ けの 理 由か ら出現 して い る不本意入学者を減少 させ る こ とに も寄

与す るで あろ う。

　こ の よ うに 学習意欲が生 じた 時に 教育機会を保障す る こ との 他に ， 学 櫻 の 能力が形

成 され た 時 に 教育の 機会を保障する とい う意義もあ る 。 この こ とは ， 成 熟速度 の 遅 い

晩成型の 人 々 に 対 して教 育機i会を均等化 す る とい う効 用 が あ る 。 それは また ， 義務教

育あ る い は 中等教育終了段階に おい て 上 級学 校 へ の 進学に 失敗 した 人 々 に 対 して ， 敗

者復活の 機会を 7え る とい う点では ，

一本勝負か ら生ずる 入試競争の 行 き過 ぎを緩和

す る副次効果 もある 。

　第 2 は 異 な る世 代間 の 教育機会均等化に つ い て 。 従来は教育機会の 不 均等 とい えば

も っ ぱ ら同世代間に お ける社会階層別 の 機会格差が問題 とされ て きた が，実は そ れ以

上 に 大 きい 不 平等が世代間に 存在 し て い る 。
こ うした世 代間格 差は い つ の 時代で もあ

っ た に 違い ない が ， 戦後に お け る中等教育の 普遍化 お よび高等教育 の 大衆 化 を 通 じ

て ，こ の 世 代間不 平等 （intergenerational　inequality）がに わか に顕在化 して きた 。

こ の こ とは 我が 国の よ うに 高学歴 化が急激 に 進行 した社会に お い て は 特に 著 し い
。

　現在 の 中高年層は 彼等の 青少年期に お い て 今 日ほ ど教育機会が整備 され て い な か っ
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たた め ， 若年層と比較する と ， 平均学歴が甚 し く低 く， 労働市場その 他に お ける若年

層 との 競争に際 して 不 利 な状態に お か れて い る 。 こ の こ とは ， 教育支出の 財源 が これ

らの 中高乍層に よ っ て 主 に 負担 され て い る事実を 考慮す るな らば公正 を欠 くと言わ ざ

るを得な い
。 それ故 ， 中高年層に 対 して ， 彼等が青少年期に享 受で きなか っ た 教育機

会を提供す る こ とは ， 生涯教育体制下 に おけ る教育機会均等化政策の 大 きな課題 とさ

れ て い る 。

　 も っ とも ， こ の 世代間の 教育機会均等化は 過去に お ける教育体制の 不 備を補償す る

こ とを 目的とす るか ら ， 本来暫定的 な性格の もの で あ り， 同
一

世代内部の 教育 機会均

等化の よ うに 恒久的な課題で は ない （9｝
。 学 校教育 の 拡張が 今後 も50〜60年代の よ うな

テ ン ポを 維持する とは考え られ ない か ら ， 高度教育成長の 鈍化 と リカ レ ン ト教 育 シ ス

テ ム の 整備に 伴 っ て ， 将来そ の必 要度を 減 じて い くと思わ れ る 。 しか し ， 少な くとも

現 在お よ び近 い 将来に お い て は 人 口 高齢化の 問題 と相俟 っ て ， こ の 世 代間教 育格差 の

是正 は 大きな政 策課題 とし て 存在 し続け る で あろ う。

　第 3 は 男女 間 の 教育機会均等化に 関 し て
。 教育機会の 性 的格差は 戦後急速に 縮小 し

て きた が ， 高等教育段 階な どに お い ては 今 日で もなお か な りの 格差が 見られ る
。

しか

し ，

一般的に 述べ るな らば ， 教 育機会の 性的格差 はそ れ 自体 として よ りは 雇用機会と

の 関連に おい て 問題 とな るこ とが 多い 。 仮に ， 教育機会を さ らに 拡大する こ と に よ

り ， 例え ぽ高等教育へ の 進学率が 男女 同一 レ ベ ル に 達す る よ うに な っ た として も ， 学

校種別ある い は専攻分野 別 に 見 られ る 男女 の 不 均衡 と い っ た 構造的格差が 解消す る こ

とに は な らない で あろ う。

　改めて 説明す る まで もな く， 後期中等教育お よび高等教育に お ける専攻分野や学校

種別に 男女の 違い が生 じるの は ， 男女 の ラ イ フ ・パ タ
ー ン が 異な る こ とが 有力な原因

とな っ て い る 。
こ れ ま で の 学校教育制度は 男性 の ラ イ フ ・パ タ ー ン に 合わ せ て 設計さ

れ た もの で あ り，出産 ・育児期を含む女性の ラ イ フ ・パ タ ー ン を考慮に 入 れて い な い 。

した が っ て ， 男女 間の 教育機会の 均等化を図 る上 で肝 心 なの は ， 女性 の ライ フ ・サ イ

ク ル に 適合した 教育 シ Z テ ム を設計す るこ とで あ り， そ れに は リカ レ ン ト教育 の シ ス

テ ム が好都合 で あ る
。

リ カ レ ン ト教育の 機会が保障 され るな らば ， 女 性は キ ャ リアか

育児か とい う二 者択
一

的な選 択を迫 られ る こ とを免れ うる で あろ う（10）
。

　第 4 は 教育機会均等の 実質化に 関し て 。
こ れ まで の よ うに ， 教 育が も っ ぱ ら （ある

い は 主 として）学 校だけ の 仕事 とみ な され る社会に あ っ て は ， 学校教育の 機会が表面

的に は 均等化 されて い る義務教育 ない しは初等中等教育の 段階に お い て も， 学校外部

の 諸要因に 影響 され て 実質的な 機会均等に は な っ て い なか っ た 。
こ の 初期段階に お け

る 実質的 な教育格差が それ以後 の段階に お ける高等 教 育 へ の 進学率や成人教育へ の 参

加率に格差を生み 出す有力な原因 とな っ て い た 。

　 また ，た とえ学 校教 育 自体は 積極的格差是正政策や各種の代償政策に よ っ て 実質的

な機会均等化を 達成 した として も ， 卒業後の 社 会生 活 ， 職業生活に お ける環境如何に
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よ っ て は ， そ うした 学校教育の 成果が急速に 消滅 して し ま う場合が少な くなか っ た 。

生涯教育が 目標 とす る学習社会 （1earning　society ）に あ っ て は ， 学校外の さ まざま

な制度や機関が積極的に 教育活動に 参加 し ， 社 会の すべ て の 部門が それぞれ の 立場に

お い て 教育 力を発揮す る上 に ， 総合社会政 策の 一
環 として 強力な支援政 策が 展開 され

る もの と予想 され る。
こ の よ うな教育的社会 （educative 　society ）に あ っ て は ， 学校

教育 の 成果を学校外 の諸力が相殺 し て しま うよ うな事態は 消滅 し ， 逆に 各分野に お け

る教育努力が相乗 され るこ とに なる。 そ の た め ， 教育 ・学習活動は 全般的に 極め て 効

率化 され るは ずだが ， こ の 効果は 特に 従来学校外環境に 恵 まれ なか っ た社会階 層に お

い て著 しい と考え られ る 。 した が っ て ， 形式的 な均等化を 学校數育 の 拡大に の み 求め

る学 校化社会 （schooled 　society ）と比較 して ， は る か に 実質的な教育機会の 均等化

が期 待 され る 。

3．　 均 等化 の限 界

　教育機会の 均等化に と っ て以上 の よ うな効用を 有す る とい われ る生涯教育 で は ある

が ， 70年代を通 じ て 見た 現実の 成果は 必ず し も芳 し い もの で は なか っ た 。
OECD 加盟

の 先進諸国を見て も ，
リ カ レ ン ト教育化は 予期 した よ うに は 進展 せ ず ， 所得分配 な ど

の 社会的平等化 と同様 ， 教育機会その 他 ラ イ フ ・チ ャ ン ス の 均等化 もは か ばか しくは

進まなか っ た c11〕
。

こ の よ うに 生涯教育化に よ る教育機会の 均等化が容易に進捗 しな

か っ た の は ， む ろ ん オ イ ル シ ョ ッ ク以降 ， 経済 ・社会 ・政治環境が 悪化 した 結果 ， リ

カ レ ン ト教育政策の 実施 が阻 まれた とい うこ ともあ る 。 しか し，それ以上 に 原理 的な

問題 点 が潜ん で い る よ うに 思わ れ る 。 その 主なもの と して ， 以下 の 3 点 を指摘す る こ

とが で きる 。

　その 一
つ は ，生涯 教育の 継 続的性 格 と学習内容の 累積的性格 との問に 両立 し難い 関

係がみ られる点で ある 。 周知 の よ うに ， 学習 と教 育 とは 厳密に 同義語で は ない 。 学習

は す べ て の 生物有機体の 生存 と進化 に と っ て 不 可 欠な属性 で あ り ， 人間 もまた
一生涯

に わた り ， 人生 の すべ て の 状況に お い て 学習する とい え る
。

こ れに 対 し，教育は ，
こ

れを 広義に 解す る場合に は必 ずし も制度化された 状況で あ る こ とを 要 しな い と し て

も ， 少な くと も意図的に つ くり出された 状況 に 限 定され る 。
つ ま り ， 教 育 とは あ る 目

的に 基づ い て 制度化ない しは 構造化 され た 学習を 意味 し ， した が っ て ， 職業 ， 余暇 及

び そ の 他 の 活動 とは あ る程度距離を お くの が 普通で ある 。

　だ とすれ ば ， 生涯学習 とい うこ とは あ り うる として も ，

一生涯 間断 な く継続 す る教

育 と い うこ とは あ りえ な い 。 恒久教育 （1
’

education 　permanente ） とか ， 生涯教 育 と

い う言葉は こ れ を 文字通 りに 解す るな らば ， 形 容矛盾 とい うほ か ない
。

これを要す る

に ， 教育活動は フ ロ ン ト ・エ ン ド・モ デ ル に せ よ ， リ カ レ ン ト ・モ デ ル に せ よ ， 人 生

の
一

定期間に 限 られ る は ずで あ り， 後者が前者 と異 な る の は そ の時期が継続的 に 全生

涯 に わた っ て拡 散され る点にす ぎない 。
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生涯教育 と教育の機会均等

　他方， こ れ もまた よ く知 られ て い る こ と だ が ， 教 育に は学習の 積み重ねを前提条

件 として必要 とす るもの と， そ うで ない もの があ る 。 前者 ， すなわ ち ， 累積 的教 育

（cumulative 　 education ） IX，   一般 に 入学が選抜的で あ っ て，誰で もが教 育を受け

られ る と い うもの で は な く， 前段 階の 教 育を完全 に V ス タ ーした 者 しか 受講を 認め ら

れな い
。   そ こ で 要求される知識 ・技法 ・手法な どの 修 得に は一定期間中断を 許 され

ない 体系的な訓練 とか ， 反復練習を必要とする もの が多い 。   その 教育内容は 学習の

時 点に お い て 被教 育者 の 興 味を満足させ る とは 限 らな い し ， 直ち に 結論が 出た り，実

際 に 応用 が利 くとい っ た こ とは 少な く， 後に な っ て 初め て 学習目的が理 解で きた り，

有用 性が分か っ て くるもの が多い 。   それ故 ， 学習の 内容や順次を 被教育者が 自由 ae

決定す る こ とは 困難で あ り， 興味に 応 じた 自主 的な選択を 許す とは 限 らない 〔12）
。

　 こ の よ うな性格を 有す る累積的教育は ， 断続性を本質とす る リ カ レ ソ ト教育に は 向

い て い な い
。

こ の 種 の 教 育 は そ の 前提 とな る基礎的な教育を 欠い て は つ い て ゆけ な い

し ， た とえ基礎教 育を受け て い て も， 何年か 中断した後に 学習に 戻 る の は 容 易 で な

い
。

こ うした障害を乗 り越 えて 断続的学習を通 じて 累積型 の 学習 に 成 功す る人 も皆無

とは い え ない が ， それ に は 非常な努力を必要 とされ る か ら ，
こ れ が一

般化す るこ とは

あ りそ うiQ “

g い
。

　非 累積 的な教 育で あ れぽ ， 定義か らい っ て 断続的に 実施す る こ と も可能で ある 。 し

か し ， 累積的な タ イ プ の 教育が 通常 ハ
ー ドな学問 ・技術を 対象 とす る の に対 し ， 非累

積的な タ イ プ の 教育は ソ フ トな学 問 ・技術な どを対 象とする場合に 限 ら れ る 。 それ

故，その 修 得が 社 会的 に 高い 評価を受け る 可能性は 乏 しい
。 した が っ て ， 生涯教 育の

中 ，身が ソ フ トな 非累積的教 育に 限定 され る とす れば ， それが社会的均 等化 に 大 き く寄

与す る こ とは 期待で きない と言 わね ぽな らない
。

　次 い で 問題 とな る の は
， 生涯教育が強調する学習の 自主性 との 相 剋で あ る 。 改め て

指摘す る まで もな い こ とだ が ， 生涯 教育は 少な くとも先進自由主義諸国の 場合， 自山

な 学習者 （free　 learner） を前提 と して い る 。
「学習社会の 要点 は ， 結局の と こ ろ ，

自主的 ， 自律的な 学習者を 開発 し て い くとこ ろ に ある 。 なに を ，
い つ ， どこ で ， い か

に学ぶ べ きか を決め るの に学習者がます ます教育施設に 依存する よ うな社会を 創 り出

すの が その 目的で は ない 」 と言わ れ て い る σ号）
。

　生涯教 育は 少な くと もその 狭義の 部分に 関す る 限り ， 義務教育で は ない し ， 学習者

は 一人前 の 成 人だ か ら， 学習す る ， しな い も本人の 勝手で あ る し ， 学習 の 内容 ・ 方

法 ・時期 ・場所 等 も自分で 決 め る こ とに な る 。 した が っ て ， 生涯教育政策の 役割は そ

う した 自出な 学習者 に 学 習 の 機会を 保障 し ， あ る い は学習の 便宜を は か っ て や る こ と

IC尽 きる 。 生涯教育が その 実生涯 管理 に ほ か な らな い とい う非難を免れ るた め に も，

学習行為が強制 された もの で は な く， 自発的で ある こ とが不 可欠 の 要件 とされ る 。

　そ うした こ とか ら，生涯 教育政 策 の 展開 に 当た っ て は ， 学習の 自発性 ， 学習内容の

自主選択 ， 学習過程の 自己規制 とい っ た こ とが しき りと強調 され る。 生涯 教育 は あ く
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まで も人 々 の 自発的学習意欲を基礎 とす る もの で なけ れぽ な らない とい うの は ， そ の

通 り で あろ う。 し か し ， 問題は こ の 自発的学習 と い う要件 と教育機会 の 均等化 とがそ

う簡単に は 結び つ か ない こ とで ある 。
こ れ まで の 調査結果か らも明 らか な よ うに ， 学

習意欲 の 程 度や 希望す る学習内容は それ以前 の 学習経験に よ っ て 大 き く左右 され るも

の だ か ら （14）
， 自発性 に 任せ て お い た の で は

， 相対 的に い っ て 既 に 学習量 の 多い 者が ま

すます多 く学 び ， 客観 的に み て 学習 の 必要の 大 きい 者が 少な く学ぶ こ とに な っ て ， 教

育格差は い よい よ拡大す るばか りで あ る。

　 本来代償的な教育機会を もっ とも入用 とす るは ずの ， 貧 し い 社会文化環境に おか れ

て い る者，ある い は 挑戦的で な い 仕事 に 従事 して い る 老は ，

一般的に い っ て 実は 自発

的学習の 誘因が も っ と も乏 しい
。 したが っ て

， 彼等の 自発性に 待 つ とい うや り方で は ，

代償教 育の 体系的提供 とい う生涯 教育 の課題 は達成さ れ難い 。 成入數育参加 の 最 大の

決定要因が それ 以前の教育水準 で あ り， 学歴水準が高い ほ ど参 加率が 高 くな る傾 向に

あ る 以上 ， 単に 個人 的 な学習欲 求をみ た すた め に 生涯教育機会を保障する と い うだけ

で は，学校教育過程を通 じて 既に 生 じて い る教育格差を拡大再生産す る結果に 終わ っ

て しま う。

　 そ うした結果を招か な い た め ， 生涯教育政策 の 展開に 当た っ て は ，

一
方で 学習の 自

発性 ， 学習内容 の 自由選択 ， 学習過程 の 自主 統制を 強調 しなが ら ， 他方で は生涯 学習

の 必 要性 に つ い て の 啓蒙宣伝 ， 学習内容に 関す る ガイ ダ ン ス ， 学習過程 に お ける指導

助言等を不 可避 とす る状況が 生 じ て い る 。 しか し ， 既 に 代償教育政 策さえ ， こ れを徹

底 しよ うとす る ときは ， 個 々 の 家庭の 文 化や 生活様式に まで 立 ち入 っ て ，特定 の 人生

観や もの の 考え方を押し つ け る こ ととな り ，

一種の 文化的帝国主義に ほ か な らない と

い うそ し りを 免れ なか っ た 。

　 まして ， 生涯教 育の 場合に は ， 未成年者 で は な くして ， 政治的有権者を 相手に して

い る の だ 。 行政当局や 経営者側が 住民や従業員を相手に 「望 ま し い 」 内容 の生涯教育

を積極的に 推 し進め るときに は ， 「教化総動員」 とか 「生涯 管理 」 とい っ た非難を浴

びせ られ か ね ない で あろ う。

　それ故 ， 生涯教育が教育機会の 均等化とい う任務を達成す るた め に は ， すべ て の 国

民 に 生涯教育 へ の モ チ ヴ ェ イ シ ョ ン を い か に し て 持た せ るか
。 生 涯学 習に 入用 とされ

る学習 の 習慣や能力を ど うや っ て 形成する か 。 強制や押 しつ けで ない 学習 へ の イ ン セ

ン テ ィ ブを どこ に 見い だすか とい っ た課題が残 され て い るの で ある。 前述 した よ うな

学習社会化に よ っ て 学校外の 非教育要因を排除す る とい う方策は ， この 問題に 対 して

生涯教育論が 用意 した 一つ の 回 答 とい え る
。 けれ ど も ， 現実に 学 習社会化 が実現す る

の は 生涯教育が徹底 した 後の こ とだ か ら ， 生涯教 育に よる教育 機会の 均等化を学習社

会の 成 立に 依拠 させ る の で は ， 循環論の そ し りを 免れな い 。

　最後に 問題 と しなけれ ばな らない の は ， 生涯教育に お い て も学校教育に お け る の と

同様 ， 資源制約 と社会的 ＝ 一ズか らい っ て常に 平等化原理 を優先 させ うる とは 限 らな
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い こ とで あ る 。 言 うまで もな い こ とだ が ， 生涯教育論を絵に 描 い た餅に 終わ らせ な い

た め に は ， 財 源 の 裏付けを 欠 くこ とが で きな い
。 生涯教育を 従来 の 成人教育 の 延長線

上 で とらえ ， 老人 ク ラ ブや婦人学 級な どを若干拡充す る程度で お 茶を に ごすの で あれ

ば ， 費用 負担に つ い て さ ほ ど騒 ぎ立 て る必要 もな い で あろ う。

　 しか し ， 高学歴化社会に お け る生涯 教育化政策は ，

一
方に お い て 学校教育制度の抜

本的改革を含む と同時に ， 他方に お い て 中等後教育の 機会を 万人 に 保障す る とい っ た

もの で なけれぽ ， あま り意味は な い 。 とな る と ， こ れは 財政的に も大 問題 で ある。 し

か も，教 育機会の 実質的均等化を 達成す るた め tlこ は ， 単に 教育や 学習の 機会を提供す

る だけで は 足 りず ， 学習に 使用す るた め の 時 間 と教 育を 受け る間 の 生 活費を保障 し，

さ らに は 生涯 教育 へ の 参加を呼 び か け る啓蒙宣伝活動を 徹底する こ とが必要 とな る 。

　すなわ ち ， 奨学金 ， 有給教育休暇 ， 成 人教 育拡大活動 （outreach 　activities ） とL ・

っ た 間接費用が直接費用を上回 る こ とに な る の が ， リ カ レ ン ト教育の 特色 とい え る
。

そ の 上 ， リ カ レ ン ト化は一般 的に い っ て労働 力 の 一部を 生産活動か ら引き上 げ る こ と

を 意味す るか ら ， 財政負担だ けに とどま らず ， 国民経済全体に とっ て も大 きな重荷 と

なる 。 す なわ ち ， 教育 ・学習活動に さか れ る時間とそれ に 伴 う放棄所得 （あ るい は放

棄生 産物）等を考慮に 入 れ るな らば ， 生涯教 育を リ カ レ ン ト教 育 の 形で 本格化 した 場

合の 費用 は 膨大 な もの とな ろ う。

　今 日の 財政 逼迫と資源制約の 下で ， こ の 費用を ど うや っ て 賄 うの か 、
こ れ に 関連し

て 留 意す る必 要が あ る の は ， そ もそ も生 涯教育 化政策が 爆発的 な教育需要 の 増 大に 対

し ， 現行学校制度の ま ま年限延長や 間口拡大を 続け るや り方 で は もは や賄 い 切 れな い

とい う教 育財政の 破綻を一
つ の 重要 な契機 として 着想 された もの だ とい う こ と で あ

る
。

つ ま り ， 教育支出の 急激 な膨張を なん とか阻止す るこ とが ， 生涯教育化政策の重

大 な課 題で あ っ た はずで ある。
こ の よ うに ， もとも と生涯教育化が教育費負担の 緩和

を
一

つ の 狙い と して い る以上 ，
こ れ とすべ て の 国民に 対す る生涯学習機 会の 保障 とい

う理想 とは ， そ う簡単に は両 立 しな い 。

　こ れに 対して 資源制約が あ る か らこそ 生涯 教育政策の 対 象を 特定の 目標 とす る人 々

（special 　 target 　clientele ） に 絞 るこ とに よ っ て対処す るの だ と い っ た主張は 可能で

あ る 。 しか し，問題 なの は ，こ の 目標 グ ル ープが必ず し も社会的 IC恵 まれ ぬ 階層に な

るとは 限 らぬ とい うこ とで あ る 。 それは 生涯 教育が教育機会の 均等化だけ を 任務とす

る もの で は な く， 技術革新や社会変化へ の 対応を もそ の 重要な課題 として い る か らで

ある 。

　周知の よ うに ， 欧米 先進諸国で は 生涯教育論の 「発端 は 主 として職業訓練お よ び 再

訓練 とか か わ っ て お り， こ れが一貫 して 支配的 なテ ーマ で あ っ た 」 し（15）
， 我が 国に お

い て もまた 技術革新や 産業 ・職業構造の 変化へ の 対応が ， 重要な契機 とな っ て い た 。

そ の 場 合，職 種 ・職務 内容 の 変化 に つ い て ゆ けず，失業 の 危険に さ らされ て い る下層

労働者を 救済 する と い う狙い もむ ろ ん 含 まれ て い るが ， 見逃 され て な らな い こ とは ，
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ド ラ ス チ ッ ク な技術革新に 直面する の は ， む しろ先進的産業の労働力 ， しか もその 比

較的上層部分だ とい うこ とで ある 。

　例 えぽ ， 航空機の パ イ ロ ッ トとか ， 原子力発電所の 要員 とか ， 情報産業の 技術者な

ど ，

一
般に 知識労働者 と称 され る者が それで ある 〔16）

。 さ らに ， 医師 とか ， 教員 ， 上級

公 務員 とい っ た社会サ ービ ス 関係者な どに つ い て も， 科学技術 の 発達や時代の 進展に

遅れ ぬ た め に 生涯研修の 要請が 強い
。

　社会の 存続 とそ の効率的な運営を は か るた めに は ， こ うした経 済
・社 会的必要 か ら

生ず る生涯 教育需要を ま っ た く無視す る こ とは 困難で ある上，上 述 した よ うな学習意

欲 の 格差 も加わ っ て ， 高学歴 の 相対的に 恵ま れた 階層が 生涯教 育に 参加す る割合が大

きくな る の は 避け難 い
。 そ うな っ て くる と ，

ラ イ フ ・サ イ ク ル の 最初の フ ェ イ ズ に お

け る教 育機会の 不均 等を代償す ると い う課題 （17）が果 た されな い ど こ ろか ， 下 手をす

る と社会経済的 ， 教育文化的に恵 まれた 人 々 を い っ そ う手厚 く補助する結果に な りか

ね ない
。

　実際問題 と して は 代償的性格の政策 も並行して 進め られ る で あろ うか ら ， 教育サ ー

ビ ス の 逆進 的性格が これ まで 以上 に 強化 され る こ と1こ は な らない だ ろ うが ， 生涯教育

の 教育機会 均等 化へ の 寄与が 社会的効率を考 慮す る こ とに よ っ て 大幅に 薄め られ るこ

とは否定で きな い で あ ろ う。
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