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大学入学資格検定制度と受検者層の変遷
　　　〜後期中等教育 の 拡 大 ・収束の 裏側で 〜

　　　　　　　　　　　　　　．ヒ智 入学 大学 院　
’
trij野 鯲 予

t：Lじめ に

　 大学 人学 資 格 換定試験 （
・人検 ） は 巾 学校 卒 ンヨ灸、高

校 く高 導〕 に 進学 しな か ・J た 者や 、人学は し t が 卒業 し

な か 一，た 者な ど （定 時 制 。通 信課 程 イ1：学 者 は 受検 ■IJ） に

大学
・短 大 へ の 人 学資 格 を 与え る た め の 制 度 で あ る t，こ

の 検定は 1951年 に 文，ai；省 に よ一・’ご実施 され、乃4在 に うミっ
て い る．、

．
と こ ろで こ こ 数 年 ！大検 1が控 llされ

匿
ごい る，，

受検〜で数 の 伸び を 報 じ る 新lllll；己
’Siや 雑 占、その 他 の 出販

物 に お け る 紹介 な どに よ っ て 、よ く知 られ る よ うに な ’
・

て き た。受検．li’tkの 増 加現 象は 19別 年頃か らみ られ は じ

め たが 、そ れ は高校生 の 中」犁悶 踟 が ク U 一ズ ア ッ プ され

始 め る時搬で もあ 一
・ た n 文部省の ア ン ケ ートなど に よ り、

1大 検 1受検．煮 数の 増加が 中退 と無関係で は な い こ とが

明 らか に されて い る。ま た、高 佼に 人学 せ ず直 1妾 1人検 ．1
を 受 検 し、そ の 後 大学 等 へ の 進 学 を め ざ す 者もい る fi 高

1受中 退 に しろ不 進 学 に しろ、大 学 ・短 大 へ の 進 学 を 臼明

の こ と と しなが ら も、 1高 校 1 とい う教 育機 関 を罧 山 し

な い ．占が 存 イliす る こ と は、高校 進学 串の 収 束状態以 降の

1高 校 1を考 え る・…
っ の 指標に な る の で はな い だ ろ うか e

多少労1引 な表現 を す る な ら、高校 は i
．
拒否．1された の で

あ り、 高等教 育進 学 希 望 者 に と っ て の 準 備教 育 機関 と し

て は期 待 され て い な L・、と い う現 象が 起 こ り始 め て い る

の で あ る，，本 研究 は 人検 受検 者 数 の ltt丿alが 、学 佼 化 した

祉会 での く 学校的 〉人聞形成空間を 矩否す る 象徴的行為

で は な い か とい う問 題 意 識 か ら出 発 して い る。
　

i
＞1，；1の 報 告 で は 「大検 1に 重点 を 置 き、最 近 の 受検 滑．

の
・部 が 高 校 を 経 lllせ ず に 高等 教 育 機関 へ 進 学 希望 を す

る 者た ら で あ る こ との 発 見 と 、
そ の よ うな 形 で の 高校 距

否的 現 象が い っ 頃か ら生 じ る よ うに ぽ ．
・ た の か を、大検

；倒峺 の 実施以 降の 流オしを 追い な が ら 明 ら か に す る．，議 ノこ、
大検受検者 と高校教 育の 距躑1に つ い て も触 れ て お くこ と

に す る。

人検 制度 の 変遣

　こ の 制 度 は 1Ω51年、　「大学 人学 に 関 し、高等学 校を 卒

業 した 占 と 同等 以 ．Lめ 学 力 が あ る か ど うか を 認 定す る こ

と 1を lI的として 、文部省令第 13 号 1
．
大学人学資格検

定 規 楳 ｝に よ っ て 法的に 制度化 さ れ た。こ の 制度 は 現 行

法 ま で に 、受検資格、受検科目等 に お い て 改 Iliが 行わ れ

て さ た ，，
　受検資岳各は 当初 1，

！」咳資格検定施行の 1
’
1まで に 16 歳

に 遼 す る 者で 、111学 を卒業 した が 高等学校 に 人 学す る こ

とが で き なか 一・た 者 乂 は II．i等学 校 に 入学 した が 家庭 の 嘱

情 、側！康 状 態 そ の 他 や む を 得 な い t］fttlに よ りt：
’
、2等 学 校 を

卒 黙す る こ と が で きな か っ た 者 ．1 （第 2条 ） と され て い

た 。 しか し、1953年、19S7年 に 受 検 資格 に つ い て 制度 の

改 1匚が あ り 、 受検 lil能・指が 砿 人 した 。 ［953年 に は
、 定 時

制 課 提 イii学 者と 、1日 II 年学校令、文部 。
陣軍省令の 規 程

に よ り文部 大臣 の 指定 した 者に 対 して 受検資格が 付．与さ

れ、中学校卒楽者で あ れ ば満 16 歳以 ，1：で な くと も受検
1・j能に な っ た。1957年に は 高等 厚ll［1学校第 13学年 ま で の

中途 退 学者に 、受検資格が 「
∫え られ た 。

　 受 検 科 1」の 変 更の 大 部 分 は N 凵 等 学校学i射 旨導要領 改

111

’
に よ る が、受検す べ き科 ll数の 削ム爵や 選択科 IIの 増舶

に よ っ て 、さ まざ ま な 課 程 の 高 等学 佼 IIl退 滑や 他の 教 f：
機 凋 イli学・揖に と’・て も受検 しやす い 11；！亅度に な 勹た，，また、
1984｛1：に は 、人検合格科 1」を 定時ll；ii・通信制課‘

’
liの

「1、｛」：
として 認め る よ う に な り、大検 と両課狸高ξ交との 柑 1〔1繋
係が 柔軟に な っ た。
　以 ヒに 見られ る よ う に 1大学 人学 資 格 検 定 L珊  Ui ；t、
年齢制限の 除外や定 ll，’制在学滑な ど に 受検 資格 を 拡 人

『
り

る こ とに よ っ て 、 ま た受検ISH，1数を削滅 し選択科 IIを）」

げ る と い う経緯をた ど る こ とで 、受検で きる者の 間 llを
拡げ、受検を 容易 に して きた。こ れ は 、 大学人学者数σ

拡大を 意 隊1した 文 部 省 の 意 向 に 沿 う もの で もあ る．
　 尚、1988年の 文部 省の 糸【1織幣え に よ り 1大検 1の ，yi

’
；i

は 初等中等崩か ら生涯学習局へ 移行 さオし、大検 は生 涯
’

｝

槻 体系 の な か に 位 il　Cづ け 直 さ れ た。

受検者 数 の 推移 （図 1）

　受検者数 は 1951年度か ら 1954il；度 まで r，oc，o〜GOUO人』
（

あ っ た が、型 年度 よ り減 少 し 1959｛ドか ら 1971年の 闘 は 21
00人 前 後で 停滞 した 。 しか し、 そ の 後f掣葺年増加 し、198

．

年 に 旦万人 を 越 え 、19Sl｛llに は 17007人が 受検 した ．：1
願煮 lll に 占め る受検・者の 割合は、1970年 頃 ま で は約 7害

で あ った の に 、1975年に は 約 8 割 ，199｛1年 は 約 9割 二i〜尺
．」：昇 して お り、出 纐す れ ば ほ ぽ 受検す る と い う 傾 向 力曜

ま 勹 て い る。こ れ は、受検者層が経済的貧1村1眞｝に よ るi
’

校不 進 学者か ら、大 学 進 学 を 希望 しつ つ も何 等 か の 川 II

に よ っ て 高校 に巡学 しな か 一
・た．fiや 高佼中 退 者 に 変 わ “

て きた こ と の 現 れ で あ ろ う。，高 較 に 在 学 廿 ず に kご；
t
：等 广

進 学 す る ため に は 1大検 ．1合格 が 必 須 だ か ら で あ る．．」

た 、人 検受 検 者 数 の 増 加 が 見か けだ け で は な い こ と は 、
高 校 イli学 煮 数 の 増 加 率 との 比 較 に よ っ て 明 らか で あ る．、

人検受検者層の 変容

　過 去の 受検者の 実態を把握す るの は困難で あ る が 、ノ

検 を 取 り 1：げ た 雑 詰 ・
新聞 記

Llf

か ら受検者像 を と ら え 」

う と した。 〔大検．1志 願者が 大学等 へ の 巡 ≠希望 滑で ♂

る こ とか ら大学受験雑誌 で あ る 1
’
蛍
”，11！i代』を、ま た 壽

会 的立 場 を知 る ため に
．一一・R’tの 人 が受 け

．
f一と な る 新llll記’1

の 掲 殿内 容 を 調 べ た n
．

・1
’
蛍
’
．監1時 代』

　 1951年 8 ノ」弓の 『蛍
り 1時代．1 に 初め て 1人検 1の 記

’
」

が 掲 1眠され る が、そ の 内容は 1
．
向学心 に 燃 え る 勤労 ll∫｛

に 人 艶人学 へ の
’
希望と 確僧

”
を 与え るた め の 制 度 11

あ る と紹 介 され て い る。制度の 紹介の ほ か に 1951〕年 代 tI

は 、 大 検の 1．1程や 試験会場、検定試験問1’t と解説が 取 P

上 げ られ て い る 。 しか し 19辱0卑代 に な る と、経済 的 Plll
に よって 人 学 進 学を 断 念 せ ね ば な ら な い 境 遇 の 者 に

、

4j

学金制度を紹介する 記
’
亅帥 で 1大検 1 も取 り扱 わ れ る 。

うに な る。大検 そ の もの を 詳 細 に 掲 臓 す る こ と は talくt，
る 。 1974年を 最後に 『蛍 ツ1時 代 』 で の 1大 検 1記

’ilは II
鞭 さ れ な くな る が 、当時 の 記

’
撫 よ ［文 部 省 の 大検 に バ ；

する と、人学人 学資烙が 得 られ る と聞 き ま した 。 私 は t：

校 中退 で すが 、ぜ ひ 、大学 へ 行 き た い と思 っ て い ま す。
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詳しい 内容を 教え て くだ さい
。 ．1と い う読 指 か らの 没 ．

1｝
と、それ に 対す る 編巣者側の 簡単な 回答で あ っ た n

　以 、Lの よ う な 掲 i賎内 容 の 変 化 か ら、制度導 人 か ら 1960

年代 ま で の 1
’
大 検 1受検者層 は 大学進学を 経済 的理 Illか

ら断念 11
・
ざ る を 得 ぼ い

’
効労 lli年

’
や

國
独
’1’：，  レ‘r で

あ 一
） た と 患 わ れ る 。

。幻｝1跡1掲 載 1；己1‘
　新llll（朝 1

「
1新lllD　 IU載記

’
μをみ る とそ の 内容か ら、概

ね 4 っ の 区分 に 分 け られ る。

t．　　1951句こ〜1960fll頃 　（ヨ昌蔵 1リi表〜ζ710D

　
」

｝
’
導検．E ゼ実検1 に 代わ る 勤労 lll年 （＝　1亅lt

■
？：・tl°） の

　進学 の 11irと して 1
’
．入検 1が 説 明 され、合格は 苫労を

　背負・
・ た M・の 5｝　h の 粘 1

，

1111であ 一・た ，，

z　 田 60年 代 （禍 ll慌II！1数 ：1　lill）

　
”
高等学佼 へ 進 学 し尽か 一

・ た．荷や中途退 学．K’の た め に

　設け られ た 制度
回．

と して 偶載され るが 、大 衆 に 送 る価

　 殖 の 低 い 倩報で あ る と判断 され て い た よ うだ。

3　　1970｛ド〜1985｛F　（lu載1司数 4bl）
　最 年少あ るい は最 高齢の 含格者を と りあげ

凹
最高記録

‘

　 と して 掲 鞭す る よ うに な る。高校進 学 が 当然 に な り、

　 llil年齢の．大検受検煮が 減少 し た こ とに よ る と思 わ れ る。

4．　1985年以 降 （1990年 まで の 掲載回数 16 　ltil）

　 受検者数 の 増加な どに よ り 、 合格 者談 は 紹 介 され ず、

　 1大 検 1 が 巾退 者の 救済 ル
ートや 高校不 逃学者の 戦略

　 的大学進 学ル ートと し て 掲 載 され るよ うに な る。
　 以 Lの よ うな 掲載記

’lfの 変化 か ら、　lll願滑が 増加 ず る

陰で 、経 済 的 弱 者の 救 済 措 irlと い う大 検の ホ 来的 U 的 は

薄 れっ つ あ る と 言える。

現代 に お ける 大検受検者に み る 1壊疑型 1文化

　 1985年以 降 1大 検 1受検．酋は ．． 極分化 し た と 考え ら れ

る 。

一・
方は 高校か ら脱落して し ま っ た 者、他方 は 臼 らの

意志 で謌 校 に 見 切 りを つ け た 者 で あ る。受検 煮 の 約 6割

が高校 と は別の 学校 に イE籍して い る こ とが 特徴 で あ る。
llr
’
糾如ド黙後、高校で は な く 「大検 ）

二

備 校 1 へ 進 学 して

人学をめ ざ す 者や、高校巾退後 1大検予備暑交1 へ 転人 し

て 人学 を め ざ す 煮 が 現 れ る の で あ る n こ の よ う な 緒 極 的

高 校 拒 否 に よ る 大 検 受検 者の 実態 を と らえ る た め に 都内
の 人 検 予 備 校 で イ ン ク ピ．x 一を実 施 した が、灘細 は 発表
の 陳 に レ ジ ュメ を 配 布 し、報告 す る 。

　渡 部 爽 （1
’
高校生 の 問 題 行 動 にっ い て の 一・考 寮 ll

’
犯

；）Pit：会 学 研 究 第 5 号．1　 tgSO） は 、高校 との 1，i］ ・視 が 甑tい

が、矧性 ・知撤へ の 関心 が 高い 生 徒 文化を 『懐 疑 型 」と

名付 けて い る。イ ン ク ビ 詫
・一の 結 果 か ら最 近 の 大検 受検

者 の ・・SI≦に、高 校 に お け る 1懐 疑 型 【生 徒 文化 に 近 い ク

イ フ
『
が み られ る こ とが わ か 一・ た。こ の 文化 に 含ま れ る 生

徒は 、 高 校外の 集 団 や思 想に 準拠 し、高校か らの 独立を

め ざす。ま た、他 の タ イ プ の 1］lit・の よ う に 高卒とい う学

歴 や知 識 を教育の lll的と は 考え て お らず 、 ア イ デ ン テ ィ

テ ィ
ーそ れ P，lasの 追求 を 意識 し、特 に ．美術 ・文学 ・政治

な どを 悲向す る 。大検 受検 者 の
．．一部 に は 「懐 疑 型 1生 旋

文化に 近い 文化を 所有す る 者が 存在す る。高校へ の 不逃

学や中 退 その もの が 高校 との 11ii・．・視の “Eさの 現 れ で あ り、

．』乞1
「「経 験が ty．：・ifで あ っ た り勉 強 好 きで あ る こ とt：t、矧 性 ・

矧 識へ の 関 心 の 高 さ で あ る と考 え られ る n

教 育 の 玳的 拡 人過 梶 の tl ’で 、人 検 は 111民 の 1高 卒 i と い

、う学歴が 達成 され るの と対照的に lit的に 縮小 した が、高

校教育が 収 束状態 に な っ て か ら 1
’
大卒 」 と い う学 歴 取 得

の ため の ひ とつ の ル ートと して 砿 大傾向に あ る と 言え る、，
　 か つ （ 高校 に 進 学 し た くて も経 済 的 理 Illな ど に ．1：　一・て
実現 で さ な か っ た 圏

‘
’少 年達は 1大検 1に よ ・

・て、向 学 心

を 満 た せ 大学をめ ざ した。1．1ホの 経済成艮 と共 に 経済的

要因 に よ る 高 授 不進 学 は解 消 さ れ、そ の 意 昧 で の 人検 は

必 要と さ れ な くな っ た 。 しか し、高佼が 生徒の 多様化 に
’

対 応 し きれ な くな る と、高校tyffに 不 満 を 捻っ 大学 等 へ

の 進学希鰍者が 1
「
高校 iで は な く 1大検 ［を 梢 極 的 に選

択する よ うに な 勹 た 。高校 が 質 吊」満 足 を 学え られ な い 状

況 で は、高 校 は拒 ’｛され る こ と に な る．、大検を 1こ体的 に

選 択 す るの は、高 校
’
（鷲 テわ れ る 教 育 よ り高 い 文化 を もつ

M’で あ る。か っ て の 高 校を 見 1二げ て い た ［人検 1受検者

Jtiiは 不 在 と な り、今 や 高校を見 ドう す 受検者層 が 出 現 ず

るよ うに なった n こ こ に 1高校 」と ［
−
大検 1受検者層 と

の 文化的距離が 見出 され、しか も．1：
ー
ド関 係 の 逆 転 が 生 じ

て い る こ とを指 擠 した い
。

（閃 1）　 大検受検 状 況 の 推 移

大検 受検 者と 高 校教 育 の 距 離

　大検受検者尭’iは 経済的 t四 1層 か ら｝1：会 的 弱・tl’へ 、向
’1誇

心 に 燃 え る 独学者や勤労 置少年か ら臼己欲求達成の ため

に チ ャ レ ン ジ する 高齢者や 障 害者へ
、 そ して 最近で は高

校 巾退 者 や 意 図 的 高｝交不進 学 者へ と変容 して きた。高校
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