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1．　 成立 過 程 と理 念

　敗 戦前 の わ が 圜 の 学術 概 究 体 制 は 帝国 学 士院 ， 学術噺 究 会議 及 び 日本 学術 振

興会 を三 本 の 柱 と し て い た が ， そ れ らは い ず れ も東大 中心 の 学 閥 支 配 の 下 に ，

政府 及 び 軍 と 結 び つ き戦 時 申に は 大が か りな研 究 の 軍 事動 員 も行 な わ れ た 。 と

こ ろ が ，
こ の 祷 究 体制 は 敗戦 と と もに 崩壊 し ，

1949 年 a 月 日本 学 術 会 議

（Jsa　c ）が 誕 生 した 。 学術 会議 の か か げ る 埋 念は 学 術会 議法 の 前 文 に もあ る

よ うに ． 『科 学 が 文化 国家 の 基 礎 で あ る とい う確 信 に 立 っ て 科 学者 の 総意 の 下

に わ が 国の 平 和 的復 興 ， 人類 社 会 の 橿祉 に 貢 献 し ， 世 界 の 学 会 と 提 携 して 学 術

の 進 歩に 寄 与 す る こ と を 使 命 』 とす る もの で あ る 。 こ こに は 科 学 の 進 歩 ＝ 善 と

い うこ と が ， い さ さ か の 疑 い も な く裘 明 され て お り ， 前近 代 的 な 非 合 理 性の 桎

梏か らは じめ て 解放 さ れ た 科学 者 に と っ て そ れ は 全 く当然 な確信 で あ っ た
。 し

か し 以 後 20 年 経 た 今 日 ，科学 の 糞 歩 と い うこ と の 意 味 内 容 が 現 代 科 学 の 柱 会

に お け る 位 宥 づ け と い う観 点 を ふ ま え た 上 で 聞い 直 さ な け れ ぽ な ら な い 段階 に

来 て い る と 思 わ れ る 。 学 術 会 薐 の 任 務 は 次の 2 つ で あ る と され た 。
（V 科学 を 行

政 に 反 映 さ せ ろ こ と 。 〔2噺 究 の 連 絡 を 図 り ， そ の 能 率 を向 上 さ せ る こ と 。 し か

し な が ら 学 術会 議 は そ こ で 審辯 議 決 し た 嘉 項 を執 行 す る権 眠 は もた ず ， 政 府 に

対 し て 勧 告 し た り ，
ゴ罫柄 に よ っ て は 政府 の 諮 聞 を 受け る と い うだ け の 機 関 で あ

り ，
こ の 法 的限 界

ll

生は 学 術 会議 の 齬 史 を 考 え る 上 に か な り重要 な こ とで あ る 。

実際 学術 会 議 法 に よ れ ば 『政 府 は 科 研 費関 係 予 算 及び そ の 鯤 分 ， 専 門 科学者 の

検討 を 要 す る 重 要政 策等 に つ い て 学術 会議 に 諮 閥で き る 。 他方学術 会 議 は科 学

技 術 の 振 興 ，研 究 成果 の 活 用 ， 研 究 者 の 養 成 ， 科 学 を 行政 に 反 映 させ 国民 生 活

産業 に 滲透 さ せ る 等 の 為の 方素 ， そ σ）他 に つ き政 府 に 勧告 で ぎ る 』 と あ る 。
ご

く外 面 的 な 見 方で は あ る が ， 諮 問 で き る と い う弱 い 規 制が た と えば 43 年 度 の

科 研 費配 分方 式 に お い て 政 府 の 云 い な りに な っ て し ま っ た 一
因 と もみ られ る 。

勿 論 根本 的 な 原 因 を 単 に 制 度 上 の 闘題 に 解 消 す る こ とは で きず ，学 粥 会 撥 自身

が 利益 集 団 化 し て 革 新 性 を 失 い ， 学 問 そ の もの に も堕 落 を もた ら し た こ と こ そ
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問 題 に され な け れ ば な ら ない
。

2． 学 術 会 議の 機 構

　学術 会 議は 7 つ の 部 門 か ら成 る 。 部門 順 に 文学 ， 法 学 ， 経済 ， 理 学 ， 工 学 ，

農 学 ， 医 学 と な っ て い る 。
こ の 部門 分け が 当時の 東大 の 学 部割 り学 科割 りの 引

ぎ写 し で あ る こ と は 発足 当時 か ら 現在 に 至 る まで 問題 と され て い る 。 全 会 貫数

は 2iO 名で 各 部に つ ぎ 50 名で あ る 。 会 員の 選 出の 際 に は 3G 名 の う ち 25

名が 全 國区 ， ア 名が 地 方区 か ら 選 ばれ る 。 選 挙権 及 び 被 選 挙 権 に つ い て は 大 ざ

っ ぱ に 云 え ば 大 学 卒 業後 2 年塚上 経 た 者 で
， 現 在 研 究 活 動 に 携 っ て い る 者 殆 ん

ど す べ て が こ の 権 利 を もっ と 見て さ し っ か え ない
。

会 員 は 5 年毎 に 改 選 さ れ
，

昨 年 11 月 第 8 期 の 会 員選 挙 が 行 な わ れ た 。 その 時の 有権 者 数は 約 16 万 4 千

入 （第 1 期 は 4 万 人 ） ， 投 票 率 は 70 ．　5 蛾 立 候補者 は 263 名で あ っ た 。 会

員 は 大 学 関係 ， と りわ け 國 立 大 学 関係者 が 圧倒 的 に 多 く ， 特 に 理学 部 門 で は こ

の 傾 向 が い ちぢ る し い
。 学術 会巌 の 最高決 定 機 関 は 年 2 回 開 か れ る 総 会 で あ る

。

運 営 上 の 瓔 事 機 関 と して は 運 営 番 護 会が あ り ， 毎 月 1 圓 開 か れ る 。
こ れ は 会 長 ，

副 会 長 ， 各部 部長 ， 副 部 長 ， 幹事 で 占め られ る 。 会 長 1 名 ， 副 会 長 2 名 （自然

科 学 系 1 名 ， 人 文科 学系 1 名）は 総 会 で 選 ば れ
， 各 部 部長 ， 副 部長 ， 幹 事 は 各

部 会 で 互 選 さ れ る 。 総 会 ，運 営 審 議 会 ， 部会 の ほ か
， 特 定 の 事 項 を審 議 す る た

め に 常 齷 あ る い は 臨 時 の 委 員会 が 設置 さ れ る 。 更 に 内 外 の 研 究 連 絡 （た と え ば

鬮 際 学 会 の 開 催 な ど）の た め に 概 究 煙 絡 委 員 会 が あ り，我 々 に 関 係 の 深 い 物 琿

学研 究 連 絡 委 員 会 （物 研 邇 ） は こ れ に 属 す る 。 物 性 小 委 員会 は 物 研連 の 下 部 組

織 の ひ と つ で あ る 。
そ の ほ か 鬮 内に お け る 谺 究の 連絡 調 整 の た め に い くつ か の

特別 委 員 会 が 設け A れ て い る
。

最 近 の 素研 筒 題 に 麗連 し て し ば し ば 耳 に す る 原

子核 特 別 委負 会 （核 特委 ）は こ の ひ と つ で あ る
。

際

3． 学 術会議 の 歴 史

　以 上 ご く木ざ っ ぱ に 学術 会 鑛 の 任 務 や 機構 な どに つ い て 説明 し て きた が ， 発

足 以 来 20 年 の 歴 史の 中 で 学 術 会 議 が国 家 権 力 に ょ っ て 如何 に 無 力 化 さ れ て い

た か を 見 よ う 。 特 に エ ポ ッ ク を な す 科学 技術 庁 ， 科 学 技 術 会 議 ， 学衛審 議会 の

設置 を と り上 げ て 説 明 す る a39

‘
56 年 以 後 わ が 国 は 国 家 独 占資 本主 義 の 段 階
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に 入 り科学 技術 へ の 需要が 急 激に 増 大 す るの で あ るカ  すで に そ齢を 見越 し た

政府 ・財 界 は 下準 備 と して 強力 な科 学技 術 行政 機 関 を 設け る 必 要性 を 感 じ て い

た 。 科 学者 の 自主 注 が 攅 な われ る の で は な い か ， と い う危 惧 を 除 け ば 強 力 な科

学 技術 行政 は 多 くの 科 学者 の 要兼で
’
もあ っ た 。 そ して 政 府 ぽ 1955 年科学 技

術 庁 を 創 設 し た 。 こ の と き学 術会議 は 特 に 強い 反 対 を 示 す で も な く ，単に 同庁

に 対 し て 次の 2 つ の 要 望 を 出 した 。

　山 　科学 技 術 庁の 任 務を 基本 的 な 企 画 立 案 と 総合 調 査 に と ど め る こ と 。

　 12｝ 原 子 力 行政は 切 り離 す こ と 。

　 こ の 第 2 番 目の 要 望 は その 後 完 全に 無 視 され た 。

わ が 国 の 科 学 技術 拒 逸 の 方 向 を 決 定 す る主 体 が 科 学 者 か ら扇 家権 力 に 移行 した

こ とは 1959 年 の 科学 技 術 会 議 の 設 置 に 集 中的 に 示 され て い る 。 科 学 技 術 会

議は 国 の 最 高 の 科学技術政 策 に つ い て 政 府 に 答 申 す る とと を任 務 と して い る 、，

即 ち研究 対 象の 選 定 を 行 ない
， 国 公 立 研 究 所 ， 大学 ， 民間 研 究 所 に お け る こ う

し た 研 究 を 強 力 に 推 進 す る役割 りで あ る 。 科学 枝 術 会 議讃置計 画に 対 し て 学 術

会 議 は 反 対 声 明 を 出 し た （19
−
68 年 ） が 政 府が 科学技 術会議 の 一 員 と し て 学

術 会 譲 会長 を 加 え る と い う妥 協 案 を出 し た 際；学 術 会 議 は 、こ れ を 了 承 して し ま

っ た
。

と こ ろ で 科 学i技 術 会議 は 政 府 に 対 して ぎわ め て 強 い 規 制 力 を もっ て い る
。

即 ち ， 重 要 な 科学技 術政 策 に 関 して 政 府 は 科 学技 術 会議 へ の 諮 問 を 蓑 務づ け ら

れ て お り， 圃 時 に 政 府 は 科学 技 術会議 の 答申の 尊 重 を 義務 つ げ られ て い る 。 （科

学技 術 会 議 設 置 法 ）参考 ま で に 科学 技術 会 議 の 構 成 を示 す と ， 羲 長 は 内閣総 理

大 臣 ， 議 員は 大 蔵 大 臣 ， 文部 大 臣 ，経 済企 画 庁 長 官 ， 科学 技 術庁 長 甞 ， 学 術 会

譲 義長 及 び 総 理 大臣 が 任 命す る 学識掻 験者 5 名で あ る 。

　 196 ア年 文部 省 設 置法 の 一 部改 正 に よ り『大臣 の 諮 問 に 応 じ学 術 セこ 関 す る

重要 事項 を 調 査 審議 し
， 及び こ れ に 関す る 事 項 に つ い て 文 部省 に 建 議 す るこ と』

を 目的 と し て 学術審 讓会 を お くこ と が 定 め られ た 。 学審 の 取 扱 い 亊 項 に つ い て

は 学術 審 議会 令 に よ っ て 定 め られ た が ， 同令 は 科 学 研 究補 助金 の 配 分及 び こ れ

に よ る 研 究の 促 進 に 関 す る事項 を 学 番 が 文部 大 臣 の 諮 問 に 応 じ て 調 査 審 議 し ，

又 建 議す る 事 項 の ひ と つ と して い る 。 早 くも 68 年 科研 費配 分方 式 に 関 し て ，

こ れ が 具 体 的 に あ ら わ れ て ぎ た 。 更に 学 術会 議 の 素研 計画 （こ れ 自 身が そ も そ

も大 きな 聞 題 を は らん で い る が ） を学審 が 実 質的 に くつ か え し た こ と もよ く知
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　日
’
本学術会議 一

その 成立過程 ， 機構 及 び歴黛、

られ て い る 事実 で あ り ， こ れ ら に つ い て は こ こ で 詳細 に は 述 べ ない
。 最 遼素研

問題 に 関 れ ん し て 核 物理 研 究 者 の 間に 従 来 の 学 術 会議 の あ り方 に 根 本 的 な 批 判

の 目 を 向 け る 入 々
．
が 新 しい 運動 を 展 開 す る 動 ぎが あ り ，

こ れ が 今 後 ど の よ うに

発展 して ゆ くか は 大 い に 注 目さ れ る と こ ろ で あ る 。 以 上 学術 会議 が 如 何 に 無 力

北 さ れ て きた か を外 面的 に 素描 し て き た
。

こ の 過 程 は 一 言 で 去 え ぱ 科学 が 体制

’
化 さ れ て ゆ ぐ過 程 に 対応し た もの で あ り， 民 主 化 は 唱 え て も杜会構 造 に 緊 密に

と り込 ま れ 腐敗 した 科 学 と科学 者 自身 の 存 立 基盤 に 対 す る 根 本か らの 批 判 を 行

な う こ と が で きな い ま まに 科学者 も ま た ず る ず る と支 配 体 制 の 中に と り入 れ ら

れ て い っ た 過 程で あ る と云 え る だ ろ う 。

．追 　記

　　 不 充 分 な貸料 を も とに して 書 い た の で 誤 りや 不 足 の 点 も あ る か と思 う。 読

　 者 の 御批判 を 仰 ぎた い
。 利用 し た 文献 の うち 主 な もの は 次の 通 りで あ る 。

　　1・　学鑷会 議 月 報 （学徳振 興 会発 行）

　 　2． 学 術 　月　報 （学 術 会 議発行 ）

　 5．　「戦 後 日本 の 科学者 運 動 」麿重徹 （中央 公 論 柱 ）

ぞ
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