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潮木守一
著

『京都帝国大学 の 挑戦』

国立 民族学博物館 園 田 英 弘

　 『京都帝國 大学の 挑戦』（以下 『挑戦』

と略す）とい う刺激的 タ イ トル の 本が 出

た 。 も しも， 著者が京大関係者 で あっ た

な らば， とて も気恥ずか し くて ， こ の よ

うな命名は で ぎな か っ た で あろ うが ， さ

い わ い な こ とに 『挑戦』の 著者潮木守一

氏は ，京大 と縁 もゆか りもない だけに ，

た め らい な しに こ の よ うな タ イ ト ル を選
べ た の で あろ う。

　 『挑戦』は 決 して キ ワ モ ノ 的な本で は

な い 。 　『教育社会学研究』 を読 もうとい

うほ どの 入で ，潮木氏を知 らない 人 もな

い で あろ うか ら， こ こで は 『挑戦』 が東

大 出身の 名大教授に よ っ て ， 純粋学術的

な動機に もとつ い て 書か れ た も の で あ

り， 名古屋大学出版の 第一号の 出版物で

ある こ とを指摘す るだ けに して お こ う。

　 また ， こ の 学界 の か くれ もな き大家で

あ る潮木氏 の 力作を ， 後進の 私が 「水 準

を越 えた，素晴 らしい 本で す」 な ど とい

わ ず もが なの こ とを繰 り返す愚 （ある い

は 非礼）を犯すつ も りは な い の で ，以下の

論評は あえて 『挑戦』の もつ 弱点に で き

るか ぎ り議論を集中させ るつ も りで ある

こ とを ， あ らか じめ こ とわ っ て お きた い 。

い わ ば ， 『挑 戦 』に 対す る後進の 者か ら

の 「挑戦」で あ る 。

　 r挑 戦』の 魅力 と弱点は ，
こ の 本 が

『京都帝國大学 の挑 戦』 とい うタ イ トル

を も っ た と こ ろ に あ っ た 。 い っ た い
， 人

が本 や論文を 書こ うとす る とき，
タ イ ト

ル が 先に あ るの か ， それ とも タ イ トル と

は ， 出来 あが っ た文章に 適当に それ らし

きもの を付 した に す ぎな い もの で あ ろ う

か 。 従来の 潮木氏は ， 明 らか に後者の タ

イ ブに 属 して い た 。 論文集で ある 『学歴

社会の 転換』 は もちろ ん ， 書 き下 ろ しの

『近代大学の 形成 と変容』や 『大 学と社

会』な どの タ イ トル は ， ぎわ め て ぶ っ き

らぼ うで ， 没個性的な もの と な っ て い

る 。 そ こ に は ，
コ ツ ロ ツ とデ ータ を 集め ，

大 きな時代の 流れや社 会の変 化 を 地 道

に ， 骨太に 描き出そ うとす る静か なア カ

デ ミ シ ャ ン の 姿がある 。

　 とこ ろが， 『挑戦』に は ， これ まで の

潮木氏 と異な る熱気がみ られ ，きわ め て

個性的 ・挑戦的な タ イ ト ル が ， そ の こ と

をな に よ りも よ く表 して い る 。

一体 ， 潮
木氏に 何が生 じた の か 。 著者 の 思考の 道

筋を ， 私な りに 再構成 し て み よ う。

　 『挑戦』は 二 つ の テ ーマ を もつ
。 第一

は 「後発京都大学が先発東京大学 に 対 し

て 試み た挑戦 とは 何で あ っ た か」で あ り，

第二 は 「明治三 十年代の 日本に お ける ド

イ ツ ・モ デル の 受容は どの よ うな か た ち

で 展開 された の か 」 と ， い うもの で あ っ

た 。 　『挑戦』 の 「あ とが き」 か らも明 ら

か な よ うに ， 第二 の テ ーマ で ある 「ドイ

ツ ・モ デ ル の 受容」　（潮木氏の 別の 表現

を用 い れば rジ ャ
ーマ ン ・イ ソ バ ク ト」）

こ そは ， 著者の こ こ数年来の テ ーマ で あ

り， 既に 19世紀の ア メ リカ の 大学の ケー

ス ・ ス タ デ ィ
ーで ある 『大学 と社会』が ，

出版 さ れ て い る 。
つ ま り， 『挑戦』 は

最初は 「ジ ャ
ー

マ ン ・イ ソ パ ク ト」 の 目

本版の 研究 として 出発 した とい うこ とで

ある 。
こ れは 勝手な私の 臆測で は な く，

r挑 戦』 の 構成 をみ て も，問題 提起を した

第 1 章に つ い で ，　 「明治30年代の 大学改

革論」 （第 2 章）・「モ デ ル と して の ドイ ツ

大 学 」 （第 3 章）・「帝国大学 の 教育 シ ス

テ ム 」 （第 4 章）な ど も． 日本に お ける
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　「ジ ャ
ーマ ン ・イ ソ パ ク ト」 に つ い て 論

究 し て い る の で あ る 。

　 さ らに 京大の 東大に 対 す る 「挑 戦」を

直接的に 取 り扱 っ た 「東西両 京の 大学の

競争」　（第 5 章）・「改革の 挫折」　（第 6

章）は
， 前半で提 出され た 日本に おけ る

　「ジ ャ
ーマ ン ・イ ン パ ク ト」 の 具体的な

展開を分析 した か た ち に な っ て い る。 そ

こ で 問題点 は ， 次の よ うに な る で あ ろ

う。 はた して ， 京大の東大に 対する 明治

30年代の 「挑戦」 は ， 日本に お ける 「ジ

ャ
ーマ ン ・イ ン パ ク ト」 とい うテ ーマ の

中に うま く包摂 され てい るか ど うか 。 言
い 換えれ ば ， 京大の 東大に 対す るr挑戦」

は そ の 本質的な部分で ， 「ジ ャ
ーマ ン ・

イ ン パ ク ト」 の 日本的事例 た りえ て い る

か とい うこ とで あ る 。

　 こ の こ とを ， も う少 し突 っ 込 ん で 議論

す るため に は ， 「ジ ャ
ー

マ ン ・イ ン パ ク

ト」 とは 何か とい うこ とを ， 明確に しな

け れば な らな い 。 『大学 と社会』に よれ

ぽ ， 大学は 本来的に は
， 十 代後半の 子供

を 「教 育」する た め の 施設で あ っ た 。 大

学 が大人の 「研究」 の 場 とい う性格を持
ち は じめ るの は ，

19世紀の こ とで あ る 。

大学の もつ 根本的性格に 「研究」 とい う

もの が 加 わ るの に 対応 して ， 大学 で の 「教

育」 の あ りか たや，大学教師の ア イデ ン

テ a テ ィ
ーや大学の 機構そ の もの な どに

さま ざ ま の 変化が生 じて くるが ， こ の 変

化の 過程 をた ん に ， 抽象的に 「教育」 か

ら 「研究」 へ の 重点の 移行 と して論 じな

い で
， 研究機能を世界に 先がけて 持ちは

じめ た ドイ ツ の 大学 の 影 響 とい う媒 介項
を入れ る こ とに よ っ て

， よ り ヴ ィ ヴ ィ ッ

ドに ，
よ り具体的に ， 潮木氏 は 描 こ うと

した 。 「ジ ャ
ー一

マ ン イ ン ・パ ク ト」 とは ，

19世紀に 世界的規模で 生 じた 大学 の 変革

を分析す るた め の フ レ ー ム ワ ー ク で あ っ

た 。

　著者は ， こ の よ うな視点の 具体的歴 史

解釈 へ の 適用に は
， 非常に 慎重で ある 。

ドイ ツ の 大学 の 影響が各国 ヘ ー律的 で な

か っ た の は もち ろ ん ． ア メ リカ内に お い

書 評

て す ら ， ドイ ツ ・モ デ ル の 導入者た ちが ，

ドイ ツ の 大学の どの 部分に 力点を 置 い て

理解す るか に よ っ て ， そ の 影響の あ りか

た は 大 きく異な っ て い る と指摘す る 。 詳

細は 『大学 と社会』 をみ て い た だ くしか

ない が ， 『教育社会学』の 編集部 よ り，こ

の 本に 対する 論評 もす る よ う依頼され て

い るの で （本来な ら 『大学 と社会』 は ，

ち ゃ ん とこ の 1冊 を正 面に 据え て 書評す

べ き価値 の もの で あ る）， 私の 考えを記

してお けば ， タ イ トル の 悪さ ， 現代の 大

学教師に 対す る ア テ コ ス リ風の お遊び の

部分を さ し引い て も， 傑作で あ る 。 日本
に は ， ア メ リ カ 大学史の 研究が意外に 少

ない が
，

こ の 本に よ っ て ア メ リカの 大学
に 対す るわ れ われの 認識に 厚みが もた ら

された だけで は な く， 分析的大学史研究
が こ れ ほ ど面白い 知的対象だ とい うこ と

を ， 『大学 と社会』 は 私に 教えて くれた

（こ の こ とに つ い て は近々 ， 園 田 英 弘

「E ・S ・モ ース とイ ン グ ラ ン ドの 知的

環境」 守屋毅編 rE ・S ・モ ー ス 研究』

小学 館 として 出版 され る予 定）。 また ，

「ジ ャ
ーV ン ・イ ン パ ク ト」の 事例研究

として も， 後 ほ ど述べ る理 由か ら して ，

『挑戦』 よ りも成功 して い る と思 う。

　 さて ， 日本の ドイ ツ ・モ デ ル 導 入 者
は ， ドイ ツ の 大学の どの 部分に 着 目した

の か 。 潮木氏は ， 以前 ， 帝 国大学 の モ デ

ル は ドイ ツ の 大学で は な か っ た こ とを 明

言 して い る 。 こ の よ うな意見は ， 現在で

は 定説 とい っ て もよい と思わ れ るが，そ

の 潮木氏が ドイ ツ大学 モ デ ル の 日本 へ の

導入 を問題に して い るの で ある 。 こ の 部

分の 切れ あ じは 鋭い 。 曰 く 「帝国大学の

制度的組織 ・
形態面に 焦点を しぼ っ て い

る限 り，
モ デ ル 探 しは それな りの 制約を

もっ て い た」。 し か し 「帝国大学 の 教 育

組織とい う次元に 焦点を当て た 場 合 に

は ， も っ と異 な っ た 局面が 開か れ る は ず

で あ る。 」 「教 育組織」 とい う言葉を教育

の た め の 制度の 運用 とい うもの に 置き換

えれ ば， 事態は もっ とは っ き りす るか も

しれ な い
。 　「ジ ャ

ーマ ン ・イ ン パ ク ト」
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は 帝国大学 の 組織 ・機構 とい うレ ヴ ェ ル

に で は な く， そ の よ うな制度的枠組を前

提 と して い た ， 大学の 運用 の レ ヴ ェ ル に

生 じた 。 潮木 氏の こ の 着 目は ，　『挑戦』

の 中心的命題であ る 。 そ して ， 後発の 大

学 とし て 京都帝大は ， 先発の 東京帝大 と

異な る 「數育組 織」 を採用 した とす る 。

それ は ， 科 目の 選択 自由制 ・ゼ ミ ナ ール

・卒業論文な ど， 自立 的な 思考を育て ，

「自立 的な探究心 を養 うこ と」 を 目的 と

した ， ドイ ツ の 大学の 教育の 方法 で あ っ

た 。 新生京都帝大は ，東大型の つ め 込み

教 育型で は な く， r研究」 に よ り重点 を

置 く教育方針を 採用 した 。 こ の よ うな新

し い 方法に もとつ い て ， 京大 は 東 大 に

「挑戦」 した と潮木氏は 説 く。

　『挑戦』の 後半 の 部分は ， こ うして な さ

れ た京大の 東大 に 対する 「挑戦」 と その

「挫折」を，推理 小説 じた て の 読み物 とし

て ， わ れ われ に提供 され て い る 。 明治32

年に ドイ ツ 風の 「教育組織」を採用 した

京大 は ， 明治40年 5 月に 東大型の つ め 込

み教 育に 復帰する 。 こ の よ うな改正 を強
い た 犯人は誰 か 。 推理小説の 解説は ヤ ボ

とい うもの だ 。 高文試験の 成績 ・入学者
の 高等学校に お ける成績 ・私学や議会の

対応 ， そ し て ， 京大方式採用 の 中心 的人

物 とな っ た 人 k の 辞職な ど， 潮木氏 の 手

なみ は あ ざやか で あ る 。 あざや か で ある

だけに ， こ の 面白すぎる 明治40年前後の

京大 で 生 じた活劇に ， 潮木氏が最初に も

っ て い た 構想 ， すなわ ち 日本に お ける ジ

ャ
ーマ ン ・イ ン パ ク 1・とい う視点全体が

引 きず られ 過ぎて は い な い で あろ うか と

私 は 考え る の で あ る 。 歴史的事件を深 く

集中的に 分析す る こ とは ， と もす れ ば ， そ

の よ うな分析を位置づけて い た 全体 の 枠

組 か ら，具 体的 な歴史分析が逸 脱 し て し

ま うこ とに な りが ち で ある 。 潮木氏は ，

京大 の 東大に 対す る 「挑戦」 の 研究に 成

功す る こ とに よ っ て ， 「ジ ャ
ーV ン ・イ

ソ パ ク ト」 の研究を 「挫折」 させ て し ま

っ て い る と私 は 思 う。

　 私 の 『挑戦』に 対 す る最大の 不満は ，

著者が京大 法科大学 の 束大法科大学 へ の

「挑戦」 の 分析に 終始 して い る とい う点

に ある 。 私は ナ イ モ ノ ネ ダ リを して い る

の で は ない 。 潮木氏が ， 他の 学部で は な

く法科大学 を分析の 対 象に 選ん だ理 由は

な ん で あろ うか 。
こ の 点 ， 著老は ， 黙 し

て 語 らな い 。 法科大学 で の 実験は ， 他の

学部で の 試み を代表 して い るの で あ ろ う

か 。 そ し て ， 京大法科大学 の 「挫折」 は

他の 学部の ， ひ い て は 京大全 体の 「挫折」

を意味す るの で あろか 。 こ の よ うな疑問

は 続 々 に 湧い て くる。 潮木氏は ， 京都帝

国大学 の 「挑戦」 を描 くため の 最 も重 要

な論点を ネ グ レ ク トして い る 。

　 だ が ， それ は い い 。 タ イ ト ル に そ れ ほ

ど重 きを 置か ない ク セ の ある潮木氏が便

宜 的に つ け たの か も しれ ない タ イ ト ル に

それ ほ ど思 い 入れ を しな くて もよい
。 潮

木 氏は た また ま ， 京大法科大学に 関心が

あ り， その 分析結果に 『京都帝国大学 の

挑戦』 とい う一一ma的 な名前を つ け たに す

ぎない と し よ う。 そ うす る と ， 次 の われ

われ の 論点は ，　 「ジ ャ
ーマ ン ・イ ン パ ク

ト」 の 事例研究 として ， 法科大学はは た

して 適切で あ るか ど うか とい うこ とで あ

る。 著者 自身が 明言 し て い る よ 脅 こ
， 「法

科 大学の 役割は と りもな お さず有能な官

僚を養成す る こ と」 で あるが ，
こ の よ う

な プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル
・

ス ク ー ル で ，

「研究」 が 「教育」以上 に 重視 され る ，

あ る い は ，
「研 究」を志 向す る よ う な

「教育」 が主流 とな る可能性が あ るで あ

ろ うか 。

　 明治32年 の 京大法科大 学の 教育規 則改

正 を推進 した ドイ ツ 帰 りに は ，法 科大学

とい うもの に 対す る錯覚が あ っ た の で は

な い か 。 な るほ ど ， 彼 らは研究者 で あっ

た ろ う。 しか し ，
プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・ス

ク ール の 教師は研究者で ある 以上 に 教育

者で ある宿命を もつ の で は な い か 。 　「有

能な官僚 を養成 」 す るた め に は ，なに よ

りもまず 自分た ち の 教え子が 「官僚」 に

な る必要が あっ た の で は な い か 。 　r有能

な官僚」 を養成 す るため に は ，京大型の
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　「教 育」 が 望 ま しか っ た と しよ う。 官僚

に な る た め に は ， しか しなが ら， 高等文

官試 験に 合格 しなけれ ぽ な らない 。 高文

試験 とは 競争試験で あ る 。 高文試 験は そ

の ま まに して ， そ の 試験に そ なえ る た め

の 「教育」 だ けを ， ラ イ バ ル と異 な る高

踏的 「教育」 に 変えて しま っ た ら，結果

が どの よ う1こ な る か ， あ ま りに も明 らか

で は な い か 。 それ は 「悲劇 」 で は な く喜

劇 で は ない か 。 平和な時代の バ ン ザ イ 突

撃 と もい うべ く， 支配の た め の 技術 学 と

もい うべ ぎ法律の専 門家が ， こ の よ うな

現実遊離的姿勢で は た して よ い の か と，

心配 ｝こ な る 。

　 繰 り返すが ， 法科大学の 教師は 研究者

で ある 以上 に ， 教育者で なけれ ぽ な らな

い 。 そ し て
，

プ ロ フ ＝ ヅ シ ョ ナ ル ・ス ク

ール に お け る良 き教師 とは ， 学生をそ の

道 の プ P フ ＝ ッ シ ョ ナ ル に す るべ く適切

に教 育 ・訓練する者以外に は あ り え な

い 。 過去 も現在 も， こ の よ うな プ ロ フ ェ

ッ シ ョ ナ ル ・ス ク ー ル の 性格は 不 変の は

ずで あ る 。 しか も， 「占代的 プ ロ フ ェ ッ

シ ョ ン 」 と呼ば れる法律家の よ っ て立 つ

法律学は ， 医学な どと異 な り，科学革命
の 影響を も っ と も少な く受けた学問分野
で あ っ た 。 研究の た め の 研究 とい う時代

的 風 潮を うけ て ， 法科大学の 「研究」 や

r教 育」 の あ りか た に ある種 の 変化が 生

じた こ とは 理 解で きう が ， そ れは 根本的

変化 では ない 。 そ こ で の 学 問 を一
変 し ，

そ こ で の 教育
・
訓練を大転換させ る よ う

な変化で は な い 。

　 と こ ろ が ， 「ジ ャ
ー

マ ン ・イ ン パ ク ト」

とい う問題意識の 背景に ある の は ， 「教

育 」 よ りも 「研究」 とい うもの が一 つ の

学問の レ ーゾ ン ・デ ー
トル に なる よ うな ，

学 問内容 とそ れ を支え る人 々 の 意識の 一

大転換を視野に 入 れた もの で あ っ たは ず

で ある 。 潮木氏は なぜ ， 高文試験の 合格

者数な どが 最後に は もの を い う法科大学

な どで は な く，　「研 究」 とい うもの が も

っ と直接的 に もの を い う理 学部や文 学部

を 比較検討 しな か っ たの で あろ うか 。 潮

書 評

木氏は ， た ま た ま法科大学 の 分析に 関心

を も っ たか もしれ ない が ， 法 科 大 学 は

　「ジ ャ
ーマ ン ・イ ン パ ク ト」 の 事例研究

として は 最 も不適切な対象だ っ た の で は

あ る まい か 。 著者 の い う二 つ の テ ーマ は

うま くか み合 っ て い な い とい うの が私の

評価で ある 。 「ジ ャ
ー マ ン ・イ ン パ ク ト」

とい う帝国大学史に と っ て 最大級に 重 要

な問題が ， 斬 馬 剣 禅 の 『東西 両京之大

学』 に ひ きず られ て ， 明治30年代の 大学

活劇 に 解消され て い る の を ， 潮木氏の た

め に お しむ 。

　 「研究」 の 府 と し て の 帝国大学は ， 京

大創設後 ， どの よ うな競合状態に あ っ た

の か 。 新生 の 京大は ， 他 の 学部に おい て

も， 東大の 「軍 門」 に 下 っ た の か 。 既
に

， 潮木氏 と因縁浅か らぬ中山茂氏 は 次

の よ うに 指摘 して い る 。 「選別や 教育の

世界 で は な く， 『研究』 の 面で は ， 東京

帝大が独占的地位に あ るの で は な く， か

な り早 くか ら八 ケ 岳状に な っ て 来 た」

（r帝国大 学 の 誕生』）。 だ とす る と， 京大

や束北大 の 「挑戦」 は 「研究」水 準に 関

する か ぎ り失敗 で は なか っ た とい うこ と

に なる 。 しか し ， 周 知 の よ うに ， そ の よ

うな 「研究」 上 の 「八 ケ 岳状」実績 と大

学間の 富士 山型の 序列 とは 無関係の よ う

に 並 立 して い る 。 それ は一体なぜか 。 法

科万 能の 時代に あ っ て ， 法科大学の 成否
は そ の 大学全 体の 威信に か か わ る と潮木

氏 は 言 い た い の だ ろ うか 。

　最 近 の 潮木氏 に は ， 「研究」 の 場 とし

て の 大学 に 対 す る深い 失望感が あ る 。 こ

れ こそが ， 大学が研究機能を もち始 め た

頃 の 「研究」に 著者を駆 り立 て る原 因で

あろ う。 だ とす る と ， 遅れ て きた ドイ ツ

帰 りの 潮木氏の 日本の 大学 の 現 状 に 対す

る 「挑戦」こ そが，『挑戦』 の 本質だ と私

は 読 ん だ 。 それ は ， 長年 ， 潮木氏 の 文章

の 愛読者で ある こ とを 自負する 評者の ，

セ ン チ メ ン タ ル な深読み で あ ろ うか 。
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