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書 　評

る概念分 析 を 踏 まえた 上 で ，具体的 な国

際化 の 各 課 題 に つ い て 言及 され て い る 。

三 章 では 広島大学大 学 教育 研 究 セ ン ター

の 事業 と して 展 開され て きた大 学の 国際

化 に よ る 留学生 交流 に 関 す る国 際 セ ミ

ナ
ーが紹 介さ れ て い る 。 こ こ で も 「留学

生 」 の 概 念 をめ ぐる国 際的 謂整 が課題 と

な っ て い る 。 大事 な こ とは 国際 交流 の 問

題 を扱 うこ とに よ っ て 我が 国の 入 学 許可

問題 ， カ リキ ュ ラ ム 、財政 ，留学生の 社

会的 ・文化的対応 な どが 否応 な く問題 に

さ せ ざ る を え な い こ と だ 。 こ れ は我が 国

ば い か りで は な く，四 章以 下で 展 開さ れ

て い る よ う に 主 要 国 間 に お け る 留 学 政

策 ，高等教育の 改革，高等教育交流 も同

様 で あ る 。

　 現 在，主 要先進 国 に お い て 大学 改革が

焦 眉 の 急 を つ げて い る が ，高等 教 育の グ

ロ
ーバ リゼ ー

シ ョ ン は著者 の 主 張 す るよ

うに ，国民国家大学の コ ス モ ポ リ タ ン 化

が よ うや く始 ま っ た ば か りの 段 階 で あ

る 。
「知 的 普 遍 主 義」 と 「知 的 国 際 主

義」 に 依拠す る f学 問 の ボ
ー

ダ レ ス 化 j

は 国 際的 な競争 と協力 とい う現 実に あ っ

て こ れ か らます ま す とわ れ る こ とに な ろ

う。 広島大学 大学 教育研 究セ ン タ
ー

に お
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い て は そ の 後 ， 国際学術研究の
一

環 と し

て 数年 計 画 で 六 力 国 高等教 育 研 究 プ ロ

ジ ェ ク トを 推進 しっ っ あ る が ，先進国 や

発展途途上 国の 高等教育 の 事態を ど うの

よ うな 国 際的 な枠組み で と らえ られ る か

と い う研究 枠 組 み そ の もの の 国 際化 が 要

請 され て い る 。

　 そ れ と同時 に 主 要先進 国 に お い て 論議

され て い る よ うに ，現 在 の 高等 教 育機 関

は エ イ ジ ェ ン シ ー
化 ， 市場主義化 さ らに

は消 費 者中 心 主 義 へ の 傾斜 と強 め て い る

こ と も否 め ない 。 こ う した 高等教 育の 成

り立 ち や 再構築 に 関す る基 盤的 レ ベ ル に

お け る 高等 教 育 の 国際的 傾向は 評者が指

摘す る まで もな く．今後 の 高等教 育の 在

り方 に つ い て 根 元 的 な 見 直 しを図 る もの

で あ る 。 こ れ らの 課 題 や あ るべ き政 策 に

つ い て 本書 に は 具体的展 開 をみ て い な い

が ，理論 的 な枠 組 みの 中 に は 視野 に 収 め

られ て い るだ けに ，今後 さ らに ご教示 を

願 い た い
。

い ず れ に せ よ ，本書は こ の 分

野の 研 究 の 重要 性 を 示 して い る と 同時

に 、今 後 の 発 展 的 な 研究 の 必 要性 を示 唆

して い る 。
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大淀昇
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　［著］

『技術官僚の 政治参画
一 日本 の 科 学 技 術 行政 の 幕 開 き一

』

東 京学芸大 学 　陣内靖彦

　本書 の 著者 大淀氏に は ，す で に 学 位論

文 r宮本武之 輔と 科学 技術行政 』 C1989，

東海大学 出版 会〉 とい う大著が あ る 。 そ

の 内容 に っ い て は ，本誌 第 47集 （工990）

に 岩内 亮 一氏 の 書 評 に よ っ て 大 要を 知 る

こ とが で きる 。 また ，本誌 第 57集（1995）
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に は 大淀氏自身が 自らの 歴 史研 究を振 り

返 り， こ の 学位論 文作成 に い た る足 跡を

記 して お られ る 。 残念 な が ら，評者は ま

だ こ の 大著を読 む機 会 に与 っ て い な い の

で ， こ れ らの 論稿を もとに判断 して い る

の だ が，本書 は その 学位論文 の 副産 物 で

あ る とい っ て よい だ ろ う 。 つ ま り，使わ

れ て い るデ ー タは ほ とん どす で に 学 位論

文作成の 過程で 収集，整理 され て い た も

の で あ るが， それ らを い くらか 違 う観点

か ら新た に 構成 しなお した もの で あ る と

い え る だ ろ う。 こ う した事情に 加 えて ，

評者 自身が必 ず しも技術 史に 明 る くな い

こ とか ら， こ こ で は本書の 内容 を紹介す

るよ りも，本 書の 特色， メ イ ン テ
ー

マ
，

そ して 意義な ど に つ い て 述 べ る こ とに し

たい Q

　本 書 は そ の 形 態 は新書で あ る が ，そ こ

に 盛 られ て い る 内容 は 広 範に して ，深 遠

な もの で あ る 。 それ もその は ず．著書が

20年以 上に わ た っ て 蓄積 し，暖め て きた

史実が 集約 さ れ て い る の で あ る 。 新書 と

い う外 見か ら は想 像で きな い 豊 富 な 史実

を駆 使 して ，技術 官僚 の 行 政参 画 と い う

ひ と つ の テ
ー

マ に 構成 して い るこ とが ，

本書 の 特色で あり， また評価すべ き取 り

柄で あ ろ う。 本書 に は ， 新書に して は珍

し く， 「主 要技術官僚 人 名 1 と い う索 引

が っ け られ て お り，百 余名の 名前が 上 げ

られ て い る 。 大 河 内正 敏，下山定則，松

前重義 な ど単 な る 技術官僚 を こえ て 著名

な もの もあ る が，大方 は世 間に あ ま り知

られ て い ない 入 た ちば か りで あ る 。 本書

の 主 人公 は こ れ ら数多 くの 技術官僚 た ち

で あ り，彼 らが お りな す技術官僚 と して

の 生 き方 に ．著 書 は こ と の ほ か 関心 を
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払 っ て い る 。 余談の 扱い で は あ る が ，江

戸川乱歩が 日本工 人倶楽部の 事務長を務

め，機関誌 r工 人 』 の 編集 に携 わ っ て い

た こ とや ， 作 家宮本百合子の 父親中条精

一郎 が 東京帝大卒の 建築 家だ っ た とか ，

本書 の 主役 と もい え る宮本武之輔 と は 対

象的 な 芸術家肌 の技術官僚太 田円三 が ，

木下 杢太郎の 実兄で あ っ た こ と な ど，大

淀 氏 の 史実 へ の 耽 溺 ぶ りが窮 われ る くだ

りも ， 本書に 彩 りを添えて い て 評者は興

味深 く読 ん だ 。

　急 い で 断 っ て おか ね ば な らな い が ，本

書 は 決 して 技術官僚人物伝で は な い
。 技

術行 政の 組織 と運動が そ の メ イ ン テ
ー

マ

で あ る 。 治水施設 ， 鉄道 ， 港湾 ， 農林漁

業施設， そ して 電信 電 話な ど， 日本が 近

代 国 家 と して そ の社会資本 を形成す る の

に 重 要な役割を担い なが ら，技術 官 艫 は

明治 以 来の 文官 任 用 令体 制 の もと，事 務

官 よ り も
一

段低い 地位に 留め置 か れ て き

た D こ の 文 官任用令体制 の 革新 ，行政 に

お け る技術者の 地位向上を 目指す 運動，

宮本 武 之輔 を始 め と す る そ の 指揮者 た ち

の 思想 と行動，そ の 運動体で ある組織 ，

協会 ， 連 盟 ，大 会 などの 動 きを 克 明に 跡

づ け る こ とが本 書の 主要 な 目的 なの で あ

る 。

　 明治 の 初 期，お 雇 い 外国 人 の 指揮 の も

とで 始め られ た土本，鉄 道 、電 信電話 な

どの 公共事業は，次 い で 欧米の 高等教 育

機 関に 学ん で 帰 国 した技術者， そ して 帝

国大学 工 科大学 を卒業 した 技術者 たち に

引き継が れ て い っ たが． 明治 20年 代 に 確

立 した行政官僚の 養成 と任用 の 制 度 （文

官任用令，文官 試験 規 則 ） に よ り，技術

官僚 は近 代化政策の 立案
・決定の 外に お
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