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学習社会の実現と学歴社会の克服は別の問題である

市 川 昭 午 （国立教育 研究所 ）

　わ が国 が極 端な学歴 社会で あり，そ の こ と

が 過度の 受験 戦争、ひ い て は教 育荒廃を招 い

て い るが ，学習社会に移行 する こ と で 学歴社

会 は超克 され 、その 種の 弊害は 除去され ると

い う説が ある 。 こ の よ うに 、学歴社会 を諸悪

の 根源 と し、学習祉会 化を万 能 薬と する 見解

は 、第 12期 中央教育審議会の 答 申 （「生涯教

育に っ い て 」 1981．6．11）に始 ま り、臨 時教

育審 議会の 第一次 答 申（1985．6．26）を経 て今

や通 説化 し て い る が、こ う した 考 え方に は幾

っ か の 点で 疑問が ある 。

1　 わ が 国は学 歴社 会で は な い

　 現 代 社 会 に お い て 学 歴 が 評価 され るの は

当然の こ とで あ り、む しろ 評価され な い 方 が

おか し い
。 学歴 が全 く評価さ れ な い の で あれ

ば 、学校教育が 存在する 意味 が な い か らで あ
る 。従 っ て 、学歴が 社 会的地位の 決定 に 多少

とも 影響 を 及 ぼ す の は ご く 自然の こ とで あ

りL そ の こ と 自体少 しも悪い こ と で は な い 。

むろ ん 、問題に さ れ る の は 学歴が極端 に ある

い は不当に 重視 さ れ る こ とだ ろうが 、わ が 国

はそ の 種の 学 歴偏重 社会で はな い 。国 際的に

み て も 、わ が 国が 際立 っ た学歴 社会 だ とはい

え な い 。 そ の よ う な社会で あ っ たな ら、今 日

の 発展 はなか っ た は ずで ある 。

　学歴社会観が虚 像 にすぎない こ とは 、 臨教

審も 当初 は認め て い た （「審議経過 の 概要
一

そ の 2 」 1985．4．24）。 2 か 月後 に実像 説 に転

じた の は 、外部の 圧力 に よ る もの で あろ う。
一

見 学歴 重視 に み える 場合が ある に して も ，

実は 学歴 自体 が 尊重 さ れ て い る の で は な く、

可塑性の 指標 と し て 評 価されて い る にす ぎな

い 。 そ の 証拠に 入社後 に 取得 した学歴 は ほ と

ん ど評価 され な い 。

　受験競争の 過熱 や偏差 値偏重の 弊害は 認め

られ る に し て も 、 そ れ は学歴 社会だ か らとい

う よ りは 、 人材選抜 が入学試験の 段 階 に の み

集 中 し て い る の と 、 入 学 者選抜の 方法 が 学 力

試 験 に の み 限定 され て い る ためで ある 。こ の

背 景に は，人間の 能力は さ して 変わ らな い と

い う能 力観か ら くる 努力主義 と、瑣末な ま で

に 公 正 に こ だわ る こ とか らくる極 端な 客観性

重視の 風潮が ある 。 教育 荒廃 現象 に して も、

学 歴社 会や受験競争をそ れ ほ ど問題視 しな い

国 々 で も類似の 現象が 広 くみ られ る以上 、わ

が 国が学歴 社会で 受験競争が 激 し い か らだ と

は 断定 で きない 。．学歴評価をやめ、入 学 試験

を しな けれ ば青少年非行 が な くな る と か 、減

少 する とい うの は 根拠薄弱で ある 。

2　 わ が 國は相対 的に 学習社 会で ある

　わ が 国 は も と も と国 民 が子 どもの 教 育に熱

心 な こ と で 知 られて い る が 、成人の 学習 意欲

も大変 強い 。こ の こ とは 、成人 の学 習活動の

大部分 が 民間部門で 行わ れ て い る こ とか らも

窺え よ う。な か で も 企 業内教 育が 充実 し て い

る こ とは国際的に も定評が あ り、 日本の 企業

はそ れ 自体が学習組織 （learning 　organiza −

tion）だ とい われて い る ほ どで ある。こ れ は

直接 的に は長 期雇 用 、年功賃金 、企 業別 組合

と い っ た 雇用慣 行の ゆえ に 可能 で あ り、必 要

と され る もの だが 、そ の 背景 に はむろ ん 伝統

的な文化 や 社会構 造が ある と考 え られ る。

　企業内 教育 ある い は 職業教 育 だけ で な く，

非職業的 な一般教育を含め て成人の 学習活動
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が 全般 的に 盛ん な の は、わが 国の 社会構造 が

上下 に分極 した階級 社会 と い うよ りは、梯子

の よ う に上 下が 連続 した階層社会 で ある こ と

に 起因 して い る 。そ こ で は人 々 は年 齢相応の

役 割を こ な し て い く必 要 があ り、そ れ に は ラ

イ フ ・ス テ
ージ ご とに改め て 学習が 必要 とさ

れ る か らで ある 。そ の 意味で は 、わ が国 は生

涯学習を ビル ド ・ イ ン した社会と い う こ とが

で きる 。

　そ う した 点で 、わが 国はすで に ある 程度ま

で学 習社会で ある とい え る 。 も っ とも ，完全

な学習祉会 は一種 の 理 想社会 だか ら、わ が 国

の 現実は 到底 そ こ ま で は達 し て い ない
。 と く

に 日本型 学習社会 は民 間に 依 存する部分が 大

き く、基本的 に タ テ型 だか ら、ヨ コ 型の 学 習

機 会 を公 共 的 に 整備 し 、よ り完 全な 学習社会

に して い く と い う課題 が 残され て い る 。

3 　学 習社会は学歴 社 会の反対概念で はない

　 しか し、完全 な学 習社会に な っ て も学歴 は

な く な らな い 。も っ と も ， 学校外 で の 学習歴

も 評価 され る よ う に な る とこ ろが違 う とい わ

れ る か も しれ な い が 、今 日で も職歴 と い う形

、で それ な りに 評 価さ れ て い る 。 い ずれ に して

も 、学校が あ る 限 り人に 学歴 が 付 き、それ が

評 価され る こ と に 変 わ りは な い
。 む ろん 、 学

校 を一
切廃止 するか 、す べ て の人 々 を同一の

学歴 に すれ ば 学 歴は意味 をも た な くな り 、 完

全に 学歴社会 で はな くなる 。 しか し、そ う し

た暴挙 が な され な い 限 り 、 価 値 ある学習経 験

の 太鼓判 を押 し て くれ る学歴 が 全 く無視 され

る こ と はあ りえな い
。

　現 在 と違い が ある とすれば 、学校教育の 在

り方が 、 front−end 型 か ら　 recurrent 型 に

移行 す る こ とで ある 。 そ の 結果 、現 在の よう

に　 initial　 education め卒業証書 だ けが 評

価 され る の で な く ， recurrent 　 education の

修 了 証 書 も 評 価 さ れ る よ う に な る 。と い う

よ りも 、 initial　 education が 生涯教 育の ワ

ン ・ス テ ッ プ とみ な され る ようになる こ と か

らい えば 、recurrent 　 education の 成績 の 方

が 重 視さ れ る ともい え よう。

　 少 し考えれ ば 分 か る よ うに 、系統的な 学習

成果の 評価と 、 それ に 基づ く certificate
，

degree． な ど の 発行 は、学習社会に と っ て 不

可 欠 の 要 素で あ る 。 何 らか の credential

system 　な く し て は 、 生 涯 にわ た る 学 習ス

テ
ージ間の 順次 性の 確保 や、多様な学 習 セ ッ

テ ィ ン グ間の 調 整 は不可 能で あ る 。 つ ま り、

credentials は lifelongな タ テ の 統 合 、ま

た　1ife−wide な ヨ コ の 統合に と っ て 必 須の

要 件で あ り 、 学歴評価 は生涯学習体系 が成 立

する ための 前提条件 とい うこ とが で きる 。

　従 っ て 、学習 社会と い っ て も、決 して 学歴

の な い 祉会で はない
。 そ れ ど ζう か 、就職の

後に取 得 し た学歴 や海外で 取 得 した学歴 な ど

も含めて 、生涯 にわ た っ て 繰 り返 し学歴 が 評

価 さ れ る点 で は 、こ れ まで 主 に 就 職時に お け

る 国 内学 歴 しか 評価 さ れ なか っ た の と 比 べ

て 、む しろ よ り徹底 した学歴 社会 と い うべ き

で あろ う。

　以 上 の よ うに ，一
方で 現 在 の わ が国 が 際

立 っ た学歴社 会で はな い だけ で な く、すで に

ある程 度ま で 学 習社会 とな っ て お り、他方 で

完 全 な 学 習社会 に な っ た か らと い っ て 学 歴

が 評 価 さ れ な く な る ど こ ろか 、む し ろ よ り入

念に 評価 され る とすれ ば、学習 社会へ の 移行

に よ る学歴 社会の 超克 と い う課 題設 定は 、あ

ま り意 味 が な い とい わ ね ば な らな い
。 む ろ

ん 、社会環境の 急激 な変化 に伴 っ て 、従来の

教育 ・学習 シ ス テ ム 、評価 ・選抜シ ス テ ム と

の 間 に ミ ス ・マ ッ チ が生 じ て お り、そ の修 復

が緊急の 課題 とされて い る と い う の は そ の 通

りだが ．それ は 学歴社会 を学習社会に移行 さ

せ る こ と とは別 の 問題で あろう。
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