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糧 　書　評

天野郁夫　［著］

r教育と近代化一 E 本の 経 験 一
』

東北学 院大 学 　菅山真次

　本 書は ， 日本の 「近代化 」 過 程に お け

る教 育 の 問題 を テ
ー

マ とす る， 4 本 の 独

立の 論文か らな る論文集で あ る e は じめ

に ， 本書に 収録 され た論文の 題名 と、そ

の 初 出 （執筆）年次を示 して お こ う。

　 1　 初 等 義 務 教育 の 制 度 化 一ウ ェ ス

　　 テ
ー

ジ の 視点か ら （1967年 ）

　 2　 工 業化 と技術 者育成
一
人材形成の

　　 メ カ ニ ズ ム （ig63年 ）

　 3　 大 学 教授集 団の 形成 一エ リー トか

　 　 らプ ロ フ ェ ッ シ ョ ン へ （1977年 ）

　 4　 講義録 と私立大学
一
知識伝達 の 日

　　本的形態 （董994年）

　 こ れ らの うち， も っ と も古 い 第 2 論文

は 未発 表の 修士論文 で あ り，著者の 研究

者 と して の 出発点 に 位 置す る もの で あ り

なが ら ， み ご と と い うほ か は な い 出来栄

え を示 して い る 。 こ の 論文 で は ，明冶初

年か ら大正 末年に い た る技術者教育の 成

立 と発展が ， 日本 の 工 業化過程 の なか で

「そ れ が 期待 さ れ また 現 に 果 た して きた

役割 や 機能 に 重点 を おい て j 骨 太 に 描 き

出 され て い る 。 執筆か ら35年を経 た 現在

で も，近代 日本の 技術 者教育の 構造 と機

能を，
一

貫 した方法で これ ほ ど包括的に

論 じた文 献 は 現 わ れ て い な い 。 と 同時

に ， こ の 論文 か らは．す ぐれ た 研 究 者の

処女 作が往 々 に して そ うで あ る よ うに ，

天野氏 の その 後の 精力的 な研究 の 展 開を

予示す る，オ リ ジ ナ ル な 着想 や視点をみ

て とる こ とが で きる 。

　 とこ ろで ， 著者 は もと もと経済学部 に

所 属 し，卒業論文で は 開発途 上国の 経済

発展 と 人材 形成 の 問題 を テ
ー

マ に 選ん だ

が，民間企業を 1年で 退職後 は 教育学 部

に 学士 入学 した 。 教育社 会 学を専攻 して

か らは 問題関心 を労働力 の 量か ら質 へ と

移 した が ， その 背景 に は．経 済の 発展 ・

成長要 因と して の 教育の 重要性を強調 し

なが ら，教 育 と人 材形成，経済発展 の 具

体的 な 関連 を ま っ た くみ ず に ，ひ たす ら

計 量分析 に 終始 す る成長 経 済 学 的 ア ブ

U 一チ ー
さ らに い え ば構造 一機能主 義

の 立 場 に 立 つ 「近代化論亅
一

へ の 不満が

あ っ た とい う 。 第 2 論文 は ， こ の よ うな

問題意 識を歴 史実 証分折 へ と結実 させ た

成果で あ っ た 。 そ れ は ，教育 を労働力の

形成 と い う観点 か ら捉え ，そ の 発展を 工

業化の 過程 と結 び付けて 分析 して い る 点

で ，明 らか に 「近代 化論 亅 の 枠 組 みに 依

拠 して い る 。 に もかか わ らず， こ の 論文

は，教育 と経 済 を ス トレ
ー トに結 び つ け

るの で はな く，む しろそ れ ぞれが 固有の

論理を もちつ つ も相互 に 規制 しあ う，そ

の 複雑 な関係を 具体的に 描 き出す こ とを

課題 と して い る 点で ， 構造 ＝機能主義 の

立場を 大 きく越 え 出て い るの で ある 。

　 こ の よ うな課題 を果た すため に 著者が
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と っ た 戦略は，教育 と経済を っ な ぐイ ン

ター
フ ェ イ ス で あ る 「市場亅 に 焦点を あ

て て ，
こ れ を で きるだ け歴史的 ・具体的

に 工 業技術者 の 階層別 ・需要産業 の 部門

別 に プ レイ ク ダウ ン して ， そ の 需 要
・
供

給 の メ カ ニ ズ ム を 考 察 す る こ とで あ っ

た 。 これ は ，今 日で は実 証 的 な経 済 史 ・

産 業史 研究 の オ ー ソ ド ッ ク ス な 方 法 に

な っ て い る 。 お そ ら く．著者 は ， こ うし

た方法 を産業分析で もみ る べ き成果を あ

げ た，氏原正 治郎 ・隅 谷三 喜男氏等 を 中

心 とす る労働経済学の 潮 流か ら学ん だ の

で あ ろ う。
こ の 論文 が さらに ユ ニ

ー
クな

の は ， しか し，そ う し た 「需給構造 」 の

特質 と変 化 を解 きあ か す カ ギ を， 「そ れ

ぞ れ の 工 業 技術 沓教育 機 関 の 成立 過 程

を，工 業の 技術的特性 や地 域 特性 と結び

付 け て 解明す る」 こ と に もと め て い る点

で あ る 。 そ の 分 析 は ，地 域 との 関 連 が

もっ と も緊密だ っ た 中 等工 業学 校　下級

技術 者の 場合に ．
一

段 と冴 えを み せ る r］

こ こ で は， それ ぞ れ の 学校 の 設立錢緯が

r学 校史』 や r府 県教 育 史』 を もと に 検

討 さ れ ，工 業学校の 多 くが 地 域 の 在来産

業 関 係者 の 要 請に 応え る もの と して成 立

した こ と，近代産 業 の 下級 技術 者 の 育成

は明 治年 間は 主 に 各種学校の 発展 に 委ね

られ た こ と bL か し大 正期 以 降 は 工 業学

校 が 重化 学 工 業 中心 の 産 業発 展 に 対 応 し

た 人材 の 育成に 重点 を 移 し，地 域の 学校

と して の 性格を大 き く後退 させ た こ とな

どが ，明 らか に され て い る 。

　近 代 日本に お け る 中 ・高等 教育機関の

成立 ・発展 は ， 工 業化の 進 展 や ，国 家の

政策 か ら直 接に 説明 で き る も の で は な

い 。
「国家の 須要 」 に 応 じる こ と を 目的

書　評

と した 帝 国大 学 な ど の 例 外を別 と す れ

ば ， これ らの 学校 は そ の 多 くが 民衆の さ

ま ざ ま な 「教 育要 求 」 に 対応 して 成 立

し， また そ の 変化 に 敏感 に 反 応 しなが ら

発 展 を とげて きた 。 本書に 収録 さ れ た第

1論文は ， 初等教 育 に おい て も，就学義

務年限の 定着 ・延長 を権力的に 押 し進 め

よ うとす る 「国 家意思 」 が 民衆の 鋭 い 抵

抗 に あ っ た さ ま を，社 会 階 層 や性 差 と

い っ た人ぴ と の 集団的 特性 に 史料 の 許す

か ぎり 目を配 りなが ら，克 明に 描 き出 し

て い る 。 日 本の 教育 シ ス テ ム の 特 質は ，

民衆 の 多様 な教育要求 を視野に 入れ て ，

その 社 会階 層的 ・集団的基礎 を明 らか に

す る こ と で ，初め て 理 解 す る こ と が で き

る 。 そ して ， こ う した 視点 こ そ ， 1970年

代 に お け る 高 等 専 門学 校 を切 り 口 と し

た，天 野 氏の 独創的な近代 目 本高等 教育

史 研 究 の 導 きの 糸 と な っ た も の で あ っ

た 。

　専門的職業の 形成過 程 を高等教育機関

の 制度 化 と結 び つ け て 論 じた 第 3 論 文

は ， こ の よ うな 教 育 と社 会 階層 との 関係

を分析 の 要 と した．著者の 高等教育史研

究の 延 長線土 に 位置づ け る こ とが で き よ

う。 1980年代 に 入 る と，著者の 関心 は 中

等 教育 と社 会階 層 の 比 較 史研 究 へ と移

り， こ う した な か か ら 日本 に お け る学 歴

主義 の 成立 過程を マ ク ロ 的 に 分析 した 主

著 r教育 と選抜』，『試 験 の 社会史』 を生

み 出 して い く 。 だ が ，著 者は ， こ の よ う

な マ ク ロ の 分析の み で は 満足 せ ず 、視点

を ミク ロ な民衆の 日常生 活の レベ ル に 移

し，学歴 が 人 ぴ との f生 活世 界」 に お い

て どの よ うな 意味を も っ た か を， さ ま ざ

まな社 会 集団に つ い て 考 察す る こ とで ，
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