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伊 

藤 
 

洋 

山

梨

県

立

高

等

学

校

の

学

区

制

に

関

す

る

検

討

を

進

め

て

き

た

県

教

委

の

「

県

高

校

入

学

者

選

抜

制

度

審

議

会

（

入

選

審

）
」

は

、

現

行

の

学

年

制

普

通

科

に

適

用

さ

れ

て

い

る

学

区

制

に

つ

い

て

、

中

学

区

か

ら

全

県

一

区

の

大

学

区

（

学

区

制

撤

廃

）

に

変

更

す

る

結

論

に

達

し

た

と

い

う

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、

県

立

高

等

学

校

の

学

区

制

は

ほ

ぼ

完

全

に

無

く

な

る

こ

と

と

な

っ

た

。

今

後

、

こ

れ

へ

の

移

行

を

前

提

と

し

て

、

高

校

入

試

制

度

に

つ

い

て

議

論

を

進

め

て

い

く

と

い

う

。

 

こ

こ

で

折

角

の

「

結

論

」

に

異

を

唱

え

よ

う

と

い

う

の

で

は

な

い

が

、

時

代

が

こ

こ

ま

で

進

ん

で

き

て

も

未

だ

学

区

制

の

存

否

に

つ

い

て

議

論

す

る

こ

と

が

あ

っ

た

の

か

と

い

う

驚

き

を

正

直

の

と

こ

ろ

禁

じ

え

な

い

。

高

校

教

育

に

つ

い

て

は

、

進

学

率

の

急

増

期

か

ら

一

転

し

て

生

徒

数

の

激

減

期

を

迎

え

、

ま

た

大

学

や

短

大

な

ど

全

国

の

高

等

教

育

機

関

が

そ

の

定

員

を

満

た

す

に

苦

し

ん

で

い

る

状

況

下

で

、

遅

き

に

失

し

た

と

は

い

え

、

改

革

す

べ

き

喫

緊

の

課

題

が

山

積

し

て

い

た

は

ず

で

あ

る

。

そ

う

い

う

未

来

へ

の

展

開

に

つ

い

て

で

は

な

く

、

こ

の

期

に

及

ん

で

な

お

大

学

進

学

競

争

に

適

合

的

な

制

度

と

し

て

の

学

区

制

に

つ

い

て

議

論

し

て

い

る

意

味

が

、

筆

者

に

は

理

解

で

き

な

い

の

で

あ

る

。

 

こ

こ

に

は

、

先

に

経

済

開

発

機

構

（

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

）

が

発

表

し

た

「

明

日

の

世

界

へ

の

学

び

Ｐ

Ｉ

Ｓ

Ａ

２

０

０

３

」

と

い

う

「

生

徒

の

学

習

到

達

度

調

査

」

の

結

果

、

日

本

の

高

校

生

の

学

力

が

諸

外

国

に

比

べ

て

著

し

く

劣

る

と

い

う

評

価

の

影

響

が

垣

間

見

え

る

。

し

か

る

に

、

Ｐ

Ｉ

Ｓ

Ａ

２

０

０

３

は

、
い

わ

ゆ

る
「

学

力

」

を

調

査

し

た

も

の

で

は

な

く

、
「

リ

テ

ラ

シ

ー

」
と

い

う

応

用

展

開

力

を

調

査

し

た

も

の

で

あ

っ

て

、

そ

れ

こ

そ

こ

の

国

の

「

学

力

」

観

が

持

つ

弊

害

そ

の

も

の

を

指

摘

し

て

い

る

も

の

な

の

で

あ

る

。

 

そ

も

そ

も

、

こ

の

国

の

中

等

教

育

は

、

大

学

進

学

率

の

高

ま

り

に

呼

応

し

て

六

三

三

四

制

開

闢

以

来

、

進

学

予

備

校

と

化

し

て

き

た

。

そ

の

結

果

、

１

５

歳

に

し

て

文

系

だ

の

、

理

系

だ

の

、

は

て

は

国

立

コ

ー

ス

だ

の

、

私

学

コ

ー

ス

だ

の

と

、

切

り

刻

ま

れ

た

教

育

を

な

さ

れ

て

き

た

。

そ

の

結

果

、

日

本

の

若

者

は

驚

く

べ

き

「

無

智

」

を

内

在

し



た

ま

ま

大

人

に

な

っ

て

い

く

。
 

た

と

え

ば

、

近

代

史

な

ど

入

試

に

出

題

さ

れ

な

い

と

し

て

殆

ど

教

育

さ

れ

な

い

。

そ

れ

ど

こ

ろ

か

、

理

系

進

学

だ

か

ら

社

会

科

は

一

切

勉

強

し

な

く

て

も

よ

い

と

か

、

文

科

系

学

部

志

望

だ

か

ら

数

学

や

理

科

は

勉

強

す

る

必

要

が

な

い

、

な

ど

と

い

う

無

茶

が

ま

か

り

通

っ

て

き

た

。
そ

し

て

、

そ

れ

も

こ

れ

も

全

て

は

大

学

受

験

競

争

と

い

う

、

学

歴

主

義

の

悪

し

き

帰

結

で

あ

っ

た

。

 

こ

の

よ

う

な

、

劣

悪

な

中

等

教

育

環

境

を

改

善

し

な

い

と

、

そ

れ

こ

そ

国

際

化

時

代

に

あ

っ

て

日

本

人

は

世

界

に

伍

し

て

生

き

て

い

け

な

い

。

Ｐ

Ｉ

Ｓ

Ａ

２

０

０

３

が

指

摘

し

た

の

も

ま

さ

に

こ

の

こ

と

で

あ

っ

た

。

 

い

ま

や

大

学

は

目

一

杯

広

き

門

に

な

っ

て

い

る

。

再

来

年

の

２

０

０

７

年

に

は

、

高

等

教

育

機

関

の

定

員

と

進

学

希

望

者

数

が

均

衡

す

る

。

つ

ま

り

、

難

し

い

注

文

さ

え

し

な

け

れ

ば

、

誰

で

も

ど

こ

か

の

大

学

・

短

大

・

専

門

学

校

に

入

学

で

き

る

勘

定

な

の

で

あ

る

。

 

入

選

審

の

議

論

に

つ

い

て

は

、

報

道

さ

れ

て

い

る

以

上

の

詳

細

を

筆

者

は

寡

聞

に

し

て

知

ら

な

い

が

、

そ

こ

に

は

大

学

入

学

試

験

に

打

ち

勝

つ

学

力

を

競

争

に

よ

っ

て

得

る

こ

と

、

加

え

て

、

そ

う

い

う

シ

ス

テ

ム

に

よ

っ

て

作

ら

れ

る

「

名

門

校

」

へ

入

学

す

る

権

利

を

地

域

に

偏

せ

ず

開

放

す

べ

し

、

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

か

。

も

し

、

こ

う

言

っ

て

し

ま

っ

て

良

い

の

な

ら

、

や

は

り

今

ど

き

未

だ

そ

ん

な

こ

と

を

言

っ

て

い

る

の

で

す

か

と

、

や

っ

ぱ

り

言

わ

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

 

い

ま

、

高

校

改

革

と

し

て

や

る

べ

き

こ

と

は

、

あ

え

て

「

名

門

校

」

と

「

底

辺

校

」

を

作

る

こ

と

な

ど

で

は

な

い

。

そ

う

で

は

な

く

て

、

県

下

の

既

存

の

全

て

の

県

立

高

等

学

校

に

お

い

て

中

等

教

育

に

課

せ

ら

れ

た

本

来

の

目

的

を

実

行

で

き

る

質

を

確

保

す

る

こ

と

で

は

な

い

か

。

そ

れ

に

よ

っ

て

、

グ

ロ

ー

バ

ル

ス

タ

ン

ダ

ー

ド

と

し

て

の

Ｐ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

学

力

観

に

合

致

す

る

教

育

が

可

能

と

な

る

。

 

学

校

の

良

し

悪

し

は

、

未

だ

誰

も

定

か

に

目

に

し

た

こ

と

の

な

い

「

伝

統

」

な

ど

で

は

な

い

。

生

徒

が

有

す

る

秘

め

ら

れ

た

可

能

性

を

発

見

し

て

く

れ

る

良

い

指

導

者

が

い

る

と

こ

ろ

が

「

名

門

校

」

な

の

で

あ

る

。

 

高

校

教

育

は

、

お

よ

そ

１

５

歳

か

ら

１

８

歳

を

標

準

と

す

る

思

春

期

の

、

人

の

一

生

に

あ

っ

て

最

も

豊

か

だ

が

、

最

も

危

険

で

も

あ

る

多

感

な

年

齢

に

お

い

て

、

そ

の

年

齢

な

る

が

ゆ

え

に

獲

得

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

も

の

を

学

ぶ

「

旬

」

の

場

所

な

の

で

あ

る

。

そ

れ

が

、

制

度

的

な

貧

し

さ

の

た

め

に

こ

れ

を

大

学

受

験

の

予

備

門

と

し

た

の

は

歴

史

の

大

き

な

過

誤

で

あ

っ

た

。

今

こ

そ

、

こ

の

矛

盾

を

正

す

こ

と

、

そ

れ

が

県

立

高

校

に

課

せ

ら

れ

た

喫

緊

の

課

題

な

の

で

あ

る

。

 


