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戦後日本における私立中学・高校の社会的評価の変遷
一

新 聞 記 事 ・
投 書 を手 が か り と し て

木 　村 　治 　生 （上 智 大 学 大 学 院）

1 ； 問 題 設 定

　 近 年．大 都
．
市 圏 を 中 心 と し た 私 立 学 校 人 気 が 「私 学

ブ ーム 亅 と 総 称 さ れ て 話 題 に な っ て き た。東 京 都 教組

の 調 査 （1991年 ） に よ る と．私 立 中 学 受 験率 は 22．7％

に の ぼ っ て お り、す で に 小 学 校 高 学 年 が 進 路 選 択 の 重

要 な 場 面 に な っ て い る こ と が 分 か る 。さ ら に、高校 選

択 の 段 階 で は 、三 割 弱 の 受 験 者 が 都 立 高校 の 入 試 を 欠

席 し て お り．10年 前 に 比 べ て 倍 増 し て い る 。 こ の よ
．
う

に 東 京 で は 、公 立 校 を敬 遠 し私 立 校 を 積 極 的 に 志 向 す

る 傾 向 が 顕 著 に 見 られ る 。こ れ に 対 し 、大 都 市 圏 以 外

で は 、学 校 数 が 少 な い こ と や 、教 育条 件 が 整 備 さ れ て

い な．い な ど の 物 理 的な．問 題 か ら．私 立 校 へ の 進学 は 現

実 的 で な い 地 域 が 多 い 。し か し、東 京 と 同 様 の 「ブ ー

ム を 支 え る 心 性 」 は か な り 全 国 に も 波 及 し て い る と 考

え ら れ る 。

　 と こ ろ で、こ う し た 現 象 の 背景 に っ い て は．　 「教 育

にお け う．『公 』 と 『私 』 」 を め ぐ る
…

連 の 論
．
議 の な か

で 、か な り 言 及 さ れ て き た 。そ れ ら を 総 括 す る こ と は

難 し い が ，代 表 的 な 論 調 を 敢 え て 単 純 化 す る と 次 の よ

う な 図 式 に な る だろ う。す な わ ち 、公 立 校 は 教 育 に 関

して 「公 共 の 利 益 亅 を追 求 す る よ う に 制 度化 さ れ て い

る 傾 向 が強 い 。そ の た め 、価 値 観 の コ ン サ マ ト リー化

や 個 性 化 が 進 む こ と で 生 じ た 親や子 ど も た ち の 個 別 的

な ニ
ーズ に 柔軟 に 対 応 で．き な い で い る ．そ の

一
方 で 、

私 立 校 の 「私 的 な 利 益 亅 を優 先 す る 特 徴 が．そ う し た

ホ ン ネ の ニ ーズ に
一致 し て い る が 故 に 、私 立 校 は 人 気

を 高 め た め で あ る 。

　本 研 究 で は 、こ の 枠 組 み を 踏 ま え て ．私 立 校 が 社 会

的 な 評 価 を高 め た 過 程 を 、よ り ダ イ ナ ミ ッ ク に 描 き た

い と 考 え て い る 。こ れ ま で 、公 立 校 は 「公 共 の 利 益 」

に 応 え て い た た め 高 く評 価 さ れ て き た が．　「公 共 の 利

益 」 の 意 味 す る 内 容 は 多 様・で あ り ．私 立 校 も あ る 觀 の

「公 共 の 利 益 」 に は．充 分 に 応 え て い た 。し か し 、長

い 間 私 立 校 が 評 価 さ れ な か っ た の は ．な ぜ な の だ ろ う

か 。さ ら に 、私 立 校 は．．い つ ご ろ、い か な る 「私 的 な

利 益 亅 の ニ ーズ に 応 え る こ と で 社会的 な 評価 を 高 め た

の だ ろ う か 。こ の 二 つ の 疑 問 を 検 討 す る た め に 、戦 後

に お け る 私 立 校 の 社 会 的 評 価 の
．変 遷 を 概 観 し て い く．

2 ；分 析 の 方 法

　 私 立 校 の 社 会 的 評 価 を 考 察 す る に あ た っ て は 、新 聞

に 出 現 し た 記 事．論 説 、投 書 を 手 が か り と す る p と は

い え、・一
紙 で も そ の 量 は 膨 大 で あ り、複 数 の 新．聞 を み

る こ と は 時 聞 的 に 不 可 能 な の
．
で ．今 回 の 綴 告 は 『朝 囗

新 聞 （東 京 本 社 発 行 ） 』 に 限 定 す る e

　 検 討 に．際 し て は 、な る べ くバ イ ア ス が か か っ て い る

記 事 を避 け る た め、　 「論 争 」 の よ う に 複数 回 に わ た っ

て 異 な る 意 見 が掲載 さ れ て い る も の を 選 ん だ。今 後 ．

そ の 他 の 史 料 で 再 検 討 す る こ ζが 課 題 で あ る 。

3 ；分 析 の 結果

　 私 立 中 学 ・高 校 に 関 す る 記 事、論 説 、投 書 を 検 討 し

た 結．果、そ の 論 調 は 大 き く 四 つ の 時 代 に 分 け ら れ る 。

1 期 ） 昭 和 20年 代

　 こ の 時 期 は 、主 に 「教 育 機 会 の 平 等 化 」 が 教 育 に 関

す る 「公 共 の 利 益 」 と 考 え ら れ て お り 、私 立 学 校 は ．
「教 育 機 会 の 不 平 等 」 を も た ら．す も の と い う 綛 識 か ら

高 い 評 価 を 受 け る こ と が 出 来 な か っ た ．

　 第 二 次 大 戦 の 影 響 か ら，当 時 は 十 分 な 教 育 条 件 を 整

え た 学校 が 少 な か っ た。特 に，旧 制 中 学 が 新 制 高 校 と

な っ て 母 体 の な い 公 立 中 学 は ．劣 悪 な 教 育 環 境 が 大 き

な 問 題 と な っ て い た。こ れ と は 対 照 的 に ．私 立 中 学 は

設備 の 整っ た 学 校 と い う イ メージ で 捉 え られ て い た。

そ う し た 私 立 校 へ の 入 学 は 、試 験 に よ る 学 力 的 選 抜 や

多 額 の 入 学 金 や 寄 付 金 に よ る 経 済 的 選 抜 を ク リ ァ し な

け れ ばな ら な か っ た が、．
こ の こ と は 機会均 等 化 の 理 念

の 下 で の 無試験 全 入 の 原 則 に 反 し て い た の で あ る。

　 し か し．戦 時 教 育 体 制 へ の 反 省 か ら 、教 育 八 の 国 家

関 与 を 最 小 限 に 止 め 、　 「教 育 の 自 由 」 を 実 現 す る こ と

も 「公 共 の 利 益 亅 と し て 要 請 さ れ て い た た め に ．　 「私

学 の 自 由 」 を侵 す 形 で 平 等 化 を 進 め る 方 途 は 支 持 さ れ

な か っ た。そ こ で ≧ 不 平 等 の 解 決 策 と し て 、公 立 校 の

充 実 化 を 図 る べ き だ と す る 世 論 が 強 ま る の で あ る e

　 私 立 校 は 「教 育 の 自 由 」 を実 現 す る 可 鮨 性 を 持 っ て

い る に も か か わ ら ず 、こ の こ ろ は、そ の 自 由 が 尊 重 さ

れ る と い う よ り も 、教育 の 不 平 等 を も た ら す 特 権 的 な

学 校

．
と し て 否 定 的な レ ッ デ ル を 貼 ら れ る こ と が 多 か っ

一 181一
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た 。子 ど も を 私 学 に 入 れ る の な ら 、地 域 の 学 校 を よ く

す る よ う努 力 すべ き だ と 主 張 さ れ る な か で、親 に と っ

て も 私 学 へ の 入 学 は 後 ろ め た さ を 感 じ る と こ ろ が あ っ

た。そ の た め 、公 立 校 の 整 備 に 伴 い 、私 学 進学 者 の 割

合 は
一

時 大 幅 に 減 少 す る の で ．あ る 。

2 期 ） 昭 和 30年 代 か ら昭 和 40年 代 前 半

　 こ の 時 期 ．私 立 学 校 に 関 連 し た 記 事 ・投 書 は 極 め て

少 な く な り、入 々 の 注 目 を 集 め な く な っ て い る こ と が

分 か る 。そ れ で も、二 つ の タ イ プ の 私 学 に 関 す る 記述

が 散 見 さ れ る 。一
つ は．普 通 科 私 立 高 校 に っ い て で あ

り．そ れ ら が 学 力 的 に 底 透に位 置 づ け られ て い る こ と

を 示 す 記 述 で あ る 。も う
一

っ は 、大 学 附 属 の エ ス カ レ

ー
タ
ー

校 が 人 気 を 集 め て い る こ と を示 す 記 述 で あ る 。

　 こ う し た 新聞 の 論 調 に は．次 の よ うな 背 景 が あ る 。

当時 、貧
．
し さ か ら脱 却 す る た め に 経 済 的 な 発 展 を 求 め

る こ と が 「公 共 の 利益 」 と し て 世 論 に 支 持 さ れ る よ う

に な っ て い っ た 。そ れ を 反 暁し て 、占 領 政 策 の 理 想 主

義 的 側 面 に 対 す る 反 動 か ら 台 頭 し た 保 守 勢 力 が．産 業

社 会 の 発展 に 寄 与 す る よ う に 教 育 の 「効 率 性 」 を 重 視

す る 政 策 を と っ た 。そ の 結 果 、公 立 高 校 に は．総 舍 制

の 解 体 ．学 区 制 の 拡 大 ．能 力 主 義 的 選 妓 の 強 化 、科 学

技 術 教 育 の 充 実な ど の 変化 が 起 こ っ た 。こ の よ う に．

広 域 か ら高 学 力 の 生 徒 を 確 保 す る 構 造 が で き．学 力 上

位 層 は 公 立 高 校 へ と い う ト ラ ッ ク が 成 立 する と、底 辺

に 位 置 つ い た 私 立 高校は 議 論 の 対 象 に な らな く な る 。

　
一

方、上 述 し た 教 育 の 効 率 の 向 上 は 、生 徒 個 人 聞 に

激 し い 競 争 を も た ら す も の で あ っ た。さ ら に．学 校 で

は、権 威 へ の 従 順 さ や 規律 正 さ．勤 勉 さ な ど を 重 視 す

る 規 範 が強 化 さ れ た り、進 学 漁 備 的 側 面 を 重 視 す る 形

で 教 育 内 容 の 編 成 さ れ た り と い っ た変 革 が 進 ん だ。大

学 附属 の エ ス カ レ
ー

タ
ー

校 は、そ う し た 競 争 や 学 校 的

規 笥 を 回 避 す る 手 段 と し て 注 目 さ れ た の で あ っ た。

　だが．底 辺 の 私 立 高 校 に し ろ、エ ス カ レ
ー

タ
ー

校 に

し ろ 、経 済 成 長 期 の 前 半 を 特 徴 づ け る 効 率 性 の 優 先 を

「公 共 の 利 益 」 と す る 世 論 に 適合 す る も の で な く．こ

の 時 期 、1私 学 に 対す る 肯定 的 な 評 価 は 少 な か っ た と い

っ て よ い 。

3 期 ） 昭 和 40年 代 中 ご ろ か ら 昭 和 50年 代 中 ご ろ

　 さ て 、こ の 時 期 の 私 立 校 に 関 す る 記 事 ・投 書 で 多 い

の は 、中高 一貫 校 を 代 表 と し た 進 学 校 に っ い て の も の

で あ り、そ れ と 同 時 に 公 立 進 学 校 に 関 し て 、そ の 進 学

実 績 の 低 下 が 謡 題 と な っ て い る 。

　 そ の 論 調 を 概 観 す る と、公 立 校 の 実 績 低 下 を も た ら

し た 諸 政 策 一 た と え ば、地 方 レ ベ ル で は 学 校 群 制 ・

総 合 選 抜 制、国 家 レ ベ ル で は 詰め 込 み 教 育 や 落 ち こ ぼ

れ の 解 消 を 企 図 し た 「ゆ と りの 時 間 亅 の 創 設 な ど ．．一一

に は、平 等 化 を 促 進 す る 点 で 旨定的 な 評 価 がな さ れ て

い る 反 面．教 育 の 効 率 を 低 下 さ せ る 点 に つ い て は 賛 否

両 論 が あ っ た 。一
方 、私 立 進 学 校 に は、大 学入 試 に 合

格 す る と い う 目 的 に 極 度 に 傾 斜 し た 教 育 に 対 し て 非 雜

す る 見 解 が多 く表 明 さ れ て い る g し か し、公 立 校が 効

率 的 な 教 育 を 実 現 し え な い な か で ．そ う し た 教 育 を 社

会 ・
個 人 の ニ

ーズ に 応 え る も の と して 評 価 す る 見 解 も

若 干 な が ら存 在 し て い た 。

　 と こ ろ で ．公 立 校 に お い て 教 育 の 効 率 を 低 下 さ せ 、

白由 や 平 等 性 を重 視 す る 政 策 が．と ら れ た の は．産 業 資

本 主 義 体 制 に 異 議 申 し立 て を 行 な う こ と で 台 頭 し た 革

新 勢 力 と 産 業 資 本 主 義 体 制 の 維 持 ・発 展 を め ざ ず 保 守

勢 力 と の 間 で、何 を 「公 共 の 利 益 」 と す る か をめ ぐ っ

て 対 立 が 起 き て い た か ら で あ る 。し か．し 、そ の 結 果 、

進 学 欲 求 と い う 「私 的 な 利 益 」 に 応 え る 機 関 の 不 在 と

い う こ れ ま で に 無 い 状 況 が 生 ま れ た の で あ っ た。こ れ

に 対 し．そ れ ま で 私 立 校 は 教 育 効 率 を重 視す る こ と は

な か っ た に も か か わ ら ず ．こ の 時 期 、　 「私 学 の 自 由 」

を 利 用 し て そ う し た ニ ーズ に 柔 歔 に 対 応 す る 新 た な 私

学 像 を 出 現 さ せ た の で あ っ た e

4 期 〕 昭 和 50年 代 鍛 半 以 降

　で は、近年 の 私 立 校 に 関 す る 論 調 は ど う だ ろ う か 。

進 学 欲 求 に 応 え る と い う 側 面 に っ い て は、一
般 的 に も

私 立 校 の 縫 営 努 力 の
．一・

環 と して 肯 定 的 な 評 価 が 強 ま り

つ つ あ る 。加 え て 、そ れ 以 外 の さ ま ざ ま な 多 様 性 と 、

そ の 多様性 を 生 む 「私 学 の 自 由 」 に っ い て も ．そ の 不

平 等 性 を 攻撃す る と い う論 調 が 少 な くな り．子 ど も や

親 の 求 め る．「私 的 な 利 益 」 に 鮒 応 す る も の と し て ．高

い 価 値 を 与 え られ て い る 感 が あ る 。

　こ れ らは 、公 立校 に 対す る 論 調 と 対 照 的 で ある 。昭

和 50年 代 後 半、公 立 校 に は 、校 内 暴 力、い じ め ．不 登

校 と い っ た 現 象 が発 生 し た 。そ の 原 因 に つ い て は 、効

率性 の 重 観 に よ っ て 生 じ た 過 度 の 管 理 主 義 教 育 や 平 等

性 の 強 調 に よ っ て 生 じ た 悪 平 等 に あ る と 解 釈 さ れ た n

こ れ ら は 、も と も と 公 立 校 の 正 当 性 を 支 え る 理 念 で あ

っ た の だ が、問 題 噴 出 の 後 は ．そ れ ら に 代 わ っ て ．干

ど も の 学 習 の 自 由 を 保 障 す る た め の 「教 育 の 個 性 化 」

が 公 立 校 編 成 の キ
ー

ワ
ー

ド と な っ
．て い る 。

　 以 上 の 変 化 は ．豊 か な 社 会 の 実 現 に よ っ て 「公 共 の

利 益 」 そ れ 自体 が成 立 し に く く な っ た た め だ と 考 え ら

れ る 。人 々 は 、行 動 の 準 拠 点 を 、　「公 共 の 利 益 」 を 追

求 す る 目的 合 理
’
的な 欠 乏 動 機 か ら、個 性 を 実現す る 差

異 動機 に 変 化 さ せ て い る。こ の こ と が．私 立 の 社 会 的

評 価 の 上 昇 に 大 き ぐ 関 与 して い る の で あ る 。
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