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〈 概要 〉 戦後 50 年が 過 ぎよ うとす る今 日 、 戦後改 革の 証 人が 少 な くな り つ つ あ る 。 従 来、

オ ー ラル ヒ ス トリー の 資料的価値 は 正 当に 評価 され る こ とは 少 な く、 古文 書等の 史 （資）

料 の 補完物 た る位置づ け しか され て い な い 。 本報告 で は 、 映像 ・音声等の メ デ ィ ア に 加 え、

心情的 な要素を も包含 し たオ ー ラル ヒ ス トリーの 情報 ソ
ー

ス と して の 価値の 再検討な らび

に そ の 収集 ・管理 につ い て 検討 を行 う。

〈 キ ー ワ ー ド〉教 育情報 ・
マ ル チ メデ ィ ア ・史料 ・オ ー ラル ヒ ス ト リ

ー

1 ．は じめ に

　神 奈川 県 に政 策研 究大学院 大 学 が 設置 さ

れ 、平 成 12 年 の 開 学 に向 け て 準 備 が 着 々

とな され て い るが 、同 大学院 にお け る研 究

プ ロ ジ ェ ク トの 一
つ にオ ー ラル ヒ ス トリー

が位 置 づ け られ て い る 。

　教 育情報 に お い

て は 、研 究 文 献 資

料 、 教育実践資料、

統 計 資料 を は じ め

と した 多種 多様 な

教 育 関 連 情 報 を そ

の 対 象 と して い る 。

しか し 、後 藤 忠 彦
・加 納 豊 子 「『木

田 宏 教 育 資 料』 に

つ い て 」 教 育情 報

研 究 13−4 （1997）

7−17 が 指摘 し て い る よ うに 、 そ うした 資料

の 収集 は 「現状 に お い て 体系 的な蓄積 、 流

通 が 困難 で 1 あ り 、 「行政 を始 め 、 教 育実

践 で の 業績 を もつ 人 々 の 具体的 で歴 史 的 な

証 言 、 体験等が 語 られ た 記録や 関連資料等

を 、 教育情報 と し て 系統的 に 蓄積 され て い

ない の が 現状」 で あ る 。

　 戦後 とい わ れて か ら早 50 年が 過 ぎ 、 、 戦

後教育改革 に 直接尽 力 した 人 々 が少 な くな

りっ っ あ る今 日 、

一
度 散逸 した 資料 を再 収

集 ・再構成す る こ とは 極め て 困難 な こ と と

な り つ つ あ る 。 よ っ て 教育情報 を体系的 か

っ 統 一的 に 収集 ・整理 す る こ とは か っ て 無

い ほ ど急務 とな っ て い る 。

　 加 え て 、情報 公 開 が 法的 に義務づ け られ 、

そ の 実施 を間近 に 控 えた た社会情勢 に 鑑 み

る と 、 極 め て 日本的な発 想 か らし て 、 そ う

な る 前 に 官公 庁 を 中 心 と し た 諸行 政機 関

が 、貴重 な歴史的資料 を整理 の 名 の もとに

消 却 して しま うこ とは想像 に難 くな い 。

　以 上 の こ とか ら、先 に挙げた 後藤 ・加 納

論文が 「こ れ らの 教育情報は 、 歴 史的な 資

料 とし て 教 育史 、 教育行政 、 教育実践学 な

どの 研究や 情報公 開の 観点か らも重要で あ

る 。 教 育情報学 会等の 学会は 、 各時 代の 教

育行政 、教 育研 究、教育実践等 の 指導射的

立 場 に あ っ た 各個 人 の 情報収集 （イ ン タ ビ

ュ
ー も含 め ）、 整 理 法等 を検討 し、長 期 計

画 で 情 報の 蓄積 、 お よ び 関係 者 の 了解 を得

て 公 開を 行 うべ きで あ る 1 と提言 した こ と

を 受 けて 、 本報告で は r教育情報 に お け る

オ ー ラル ヒ ス トリ
ー

の 構成」 の 持 つ 意義 、

課題 を取 り扱 う。

2 ．先行研究

　教育情報 の 分野で は な い が 、 オ ーラル ヒ

ス トリー の 意義 に っ い て 取 り上 げた 先行研

究 と し て 御厨 貴 「オー
ラ ル ヒ ス トリー と政

策 研 究 」 学 士 会 会 報 816（1997・7） 21−25 が

あ る 。 ま た 、 前 掲の 後 藤 ・ 加 納 論 文 も御厨

論文に 触 れ た 上 で 教育情報に お け るオ ーラ

ル ヒ ス トリーの 構 成 の 必 要 性 に つ い て 、先

の 提 言 を行 っ て い る。 こ こ で は 、御厨論 文

の 論 述 を整 理 す る 。

　 御 厨 論 文 で は、 日本 にお い て 従 来 オ
ー

ラ

ル ヒ ス トリーが 根付か なか っ た実状 に つ い

て 1．制 度 、組 織 の 不 在 、 2．公 職 経験者サ イ

ドの 積極的 な動機 付 けの 欠乏 が指摘 され 、
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そ の 理 由 と し て 、
「沈 黙 は 金 1 、

「雄 弁は あ

くま で も銀 」 とい う公 職在職 中の 事項 に つ

い て は 「墓 場ま で 持 っ て い く」事 が 「美徳」

と され て き た極 め て 日本 的 な 土壌 を揚 げて

い る 。

　政治 の 世 界 に お い て は
、

五 五 年 体制の 崩

壊 、戦 後 か ら半 世紀 が 過 ぎ た こ とに よ り、

そ うした 風 潮 に変化 が現 れ っ っ あ る こ とが

御 厨 論 文 で は 続 けて 指摘 され て い るが 、 教
育行政 関連の 情報 にお い て は 必 ず しもそ う
とは い え な い 。 そ れ は 戦 後 50 年 が 経過 し

よ うと して い る 今 日 に お い て も、教育行 政

の 本 質が 何 ら変わ っ て い ない こ とに起因 し

て い る と考 え られ る と同時 に 、
「沈黙は 金」

とい っ た考 え方 が 、 文 部官僚 経験者に は 他

よ りも深 く根付 い て い る こ とに あ るの で は

ない か 。

　そ れ ゆ え に 情報公 開 が避 け られ な い 状況
を逆手 に と っ て 「行政 資料亅 を処分 され る

前に 「行 政 資料」 を保 護 す る と同 時 に 、 オ
ー ラル ヒ ス トリーの 重要性 を 関係 者 に 理 解
し て も らい

、 協力 を取 り付 け る こ とが 、教
育情報 の 分 野で は よ り緊 急の 課題 とな っ て

くる。

3 ．教育情報 に お け る オー
ラル ヒ ス トリ ー

　御厨 論文 で は 、オ ー
ラ ル ヒ ス トリー を 「政

策 情報 資 料研究 プ ロ ジ ェ ク ト」 の 柱 の 一
つ

と位 置 づ け 、 同プ ロ ジ ェ ク トで は 、 L人 物

本位 オ ー
ラ ル ヒ ス ト リープ ロ ジ ェ ク ト、 2，

政 策 本 位 オ ー
ラ ル ヒ ス ト リー プ m ジ ェ ク

ト、 3．「政 策 決 定亅 ケ ー
ス 作 成プ ロ ジ ェ ク

ト 、 4．各省 ・外 郭 団体刊 行新 聞 ・雑 誌収 集
プ ロ ジ ェ ク ト、 5，「ヒ ア リン グ記 録亅 カ タ
ロ グ作成 プ ロ ジ ェ ク ト、6．「映 像 資料」 カ

タ ロ グ作成 プ ロ ジ ェ ク ト 、 7，「文 書資料」

収集 プ ロ ジ ェ ク トが 着手 されっ っ ある、 と

され て い る。

　 こ こ で 揚げ られ て い る 各プ ロ ジ ェ ク トは

どれ も重 要 な こ とで あ り、教 育情報の 分 野

に お い て も妥 当す る もの で あ る 。 しか し加
えて 検討すべ き点 が 、 い く つ か あ る 。

　まず 1 点 目は 、 協力者 の 聞 き取 りを整 理 、
活 字に した もの の み を公 開 対 象 とす る の で

は な く、聞 き取 りの 際 収集 し た 録音テ
ー プ

の よ うな 音声資料 、 ビ デ オ テ ー プ の よ うな
映 像 資料 も合 わ せ て オ ー

ラル ヒ ス トリー を

構 成す る もの と して 扱 うとい うこ とで あ

る 。 国会 で の 証 人 喚問の 静止 画像 中継 を例

に取 り上 げ るま で もな く、映 像 資 料 の よ う
に 視覚か ら入 っ て くる情報に よ っ て 受 け る

イ ン パ ク トには 大 きなもの が あ る 。 同様 に

テ
ープ か ら活 字 に された もの は 、内 容的 に

は 同 じで あ っ て も 、 声の 抑揚 、 強弱等が 取

り去 られ た分 、 精製 され 過 ぎて い る 。

澱 ll黶
　 　 　 　 　 　 　 　 申

　　　　　　　　　　 部分 を も含 め て デ
ータ化 す る とい うこ とで あ る 。 こ れ は、歴

史研 究 に お い て 、 自筆資料 （史料）が 第
一

次史料 で あ り 、 印刷 史料 がそ の 次 、
ロ 述 さ

れた も の はそ れ らを補完す る もの に 過 ぎな

い 、 とす る 見解 に真 っ 向 か ら衝 突す る もの

で あ る 。 しか し 、教育実 践研 究に お い て は

協力者 の 発 言 を記録 ・分析 し 、 考 察す る こ

とは 基礎 的な作業 と して行 われ て い る こ と

で あ り、 口述 され た もの で あ る か ら 「客観
性が 低 い 」 と結論 づ け る こ とは で きな い

。

　 3 点 目に し て 最大 の 問 題は 、 戦後改革期

の 改 革 に 携 わ っ た 人 々 の オ ー
ラ ル ヒ ス トリ

ー
を収 集 で き る の は 今 が 最 後 の 機 会 で あ

る 、 とい うこ とで あ る 。 戦後 50 年 とい わ

れ る よ うに 、 改革 当時、壮 年期 に あ っ た 人
々 は 今 高齢 とな り、協力 を仰げる最後 の 局

面 を迎 えて い る とい うこ とは見過 ごす こ と

の で きない 問題 とな りつ つ あ る 。

　歴 史研 究 に お い て は
、 現代は まだ歴 史 と

は な っ て い な い の で対 象 とは な りえ ない 、
とよ く言 わ れ る 。 しか し、以 上述 べ て きた

よ うに 今 日的 状況 は 、現代が歴 史研 究 の 対

象とな り得 る まで 待 っ て い て は 何 も解明 で

きない 結 果 を生 み か ねな い もの で あ る とい

うこ とを 考 えた 上 で 今で きる こ と 、 なす べ

きこ とを行 う必 要 が ある の で は ない か 。 そ

し て 、 教 育情報 以外 の 分 野 にお い て そ れ を

行 うこ とが難 しい
、 あ る い は

、 よ し と され

な い とい うの で あれ ば 、 構成の た め に オー

ラル ヒ ス トリー を構 成 、 体系 化す る こ とは

教育情報 に とっ て 重 要 な 一
領域 を なす べ き

課題 で あ る 。
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