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近 代 EI本 に お け る 「教育過 剰 」 問題

　　 　　 　 　　 　　 　 一 昭 和恐 慌 期の 高 等教 育を め ぐ っ て
一

伊藤彰浩 （広島 大学 ・
大学 教育研 究 セ ン ター ）

1　 は じめ に

　 本発 表 は、 わ が 国 戦 前期の 、 特 に昭 和恐

慌期 の 「教育過剰 J 問 題の 性 格を、 高等教

育を め ぐ っ て 考察 し て い く もの で あ る 。 す

な わ ち、 当時 の 高等 教育 に 関 し て の 「教育

過 剰 」 の 主張 が ．い か な る 背景、 内容、 そ

して 影…響を持 っ て い たか を明 ら か に して い

きた い
。

　 こ こ に お い て 、　「教育過 剰 」 問題 と は、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ

「高 等教育卒 業者が 社 会的 需 要以 上 に 生み

出 され て い る と い う現 状 認 識 を め ぐ る問題 」

とい う意 味で 用 い て い る 。 げ れ ど も、 社会

の 需 要 をい か に 捉 え るか 、 あ る い は い か な

る状 態が 高等 教育の 「過剰 」 で あ る とい え

る の か と い う判断の 基 準 に は 、 論 者 に よ っ

て か な りの 幅ぴ あ り、 そ れ 故 に、 しば しば

「教 育過剰 」 問題 を め ぐ っ て 激 しい 論争 か

生 じ たの で あ る 。

プ ロ セ ス を た ど っ て き た。 しか し、 その 拡一

大は すべ て の 人 々 の 合意 の も とで 、 何の 障

害 も な く芙 現 され て きたわ けで は 決 して な

い 。 以 下 に お い て 明 らか に して い くよ うに 、

高等 教育 拡大 にフ レ ーキ を か け よ う とす る

圭 張 は し ば しば 存在 し たの で あ り、 そ れ ら

の 意見が わ が 国の 高等教 育政策 に 相 当の 影

響 を与 え 続 けて きた の で は な い の か とい う

の が 、 本 発表 に お い て 強調 し たい 点て
’
あ る 。

　 も う一っ の 理 由は、　 「 敦 育過 剰 」 をめ ぐ

る 論 争の な か で は、 高等 教 育の 社 会的 機 詭

あ る い は 高等 教 育 楼 会 等 に 関 す る 様 々 な 見

解 が か な り 集約的 に 現 れ て くる か らで あ る。

し たが っ て 、　 「教 育過 剰 」 論 に 注 目す ろ こ

と に よ っ て 、 こ う し た事 柄 に っ い て の 分析

の ため の 、 新 た な フ レー ム ・ワ ー クが 与 え

られ るの で は な い か と思 うの で あ る 。

3　 本 発表 の 位置 づ け

2 　 なぜ 「教 育過 剰 」 問題な の か

　 け れ ど も、 何故 に 本 発表 で 「教 育過剰 」

問 題を取 り上 げ る の か に関 し て説 明 して お

く必 要が あ る だ ろ う 。

　そ の 一っ の 理由は 、 わが 国の 高等 教育史

上 に お い て 「教 育 過剰 」 論 が 持 っ た意味 が．

こ れ まで 過 小評 価 さ れ て き たよ うに 思われ

るか らで あ る 。 概 して、 従来 に お い て は、

高 等教育 の 「拡 大 」 を 促 進 し た要因 に の み

関心 が 向 け ら れ て き た 。 確 か に、 長 期的 に

み れ ば、
’
明治維 新以 釆 の 高 等 教育 は 拡大 の

　高等 教育の 卒 業者の 供給過 ：剰は、 洋 の 東

西 と特 代を 問 わず、 しば しば 、 深 刻な 社 会

問題 化 し て きた S ）
。 わが 国 の 場 合 もそ の 例

外で は な い 。 けれ ど も、 わが 国 の 「教育過

剰 」 問題 に っ い て 考察 し た先 行研 究は数 少

な い 。 経 済学 の 立 場か ら の 、 た と え ば、高

等教育 の 収 益 率 を指 標 と し て の 、 「教 育 過

剰 」 か ど うか の 判 定、 そ し て 「適 正進学率 」

の 算 出 を め ざ し た試 み と い っ た も の は 存在

して い る が 2 ♪ 、歴 史的 に こ の 問題 を級 っ た

もの は、 拙 稿
3 》

を除 け ぽ ぽ ぼ 皆 無 で ある と

い っ て よ い 。
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　 た だ し、 本 発 表 は 、 当時 の 状 況が 高等教

育の 「過 剰 」 で あ っ たか ど うか の 判定をめ
’

ざ し た も の で な けれ ば、 い か な る規 嘆の 高

等 敦育が 社会 的 需 要 に 対 して 「適 正 」 で あ

っ た のか を 判定 す る こ と を め ざ す も の で も

な い 。 け れ ど も、 少な くと も、 高 等 教育 が

「過剰 」 で あ る と考 え、 そ の よ うに 主張 し

た 人 々 が 存 在 したこ
』
とは 事 実 な の で あ り、

本発表 の 目的 は、 そ う した 論の 内容、 その

背景、 論 の 主 張 者 と支持者 の 特 性 、 そ し て

論が 持 っ た イ ン パ ク ト、 特 に それ が 高等 教

育政策 に対 して 持 っ た影響 を明 らか に する

こ とで李 る ・

　 戦前 期 に お い て 、
’f 教育過剰 」 問題が と

りわ け 顕著 に社会 問題化 し た の は、 日露戦

争後 の 数年間 と 、 昭 和恐慌期の 2 っ の 時期

で ある 。 先述 の 拙稿 に お い て 、 日露戦争後

の 時 期 に っ い て 考察 し た
』
の で 、 し たが っ て 、

今回 は 昭和 恐慌 期 を中心 に み て い くこ とに

す る 。 今後 は 戦 後の 時期 に も考 察の 範囲 を

広 げて い きたい と考 え て い る 。 た と えば、

戦後 の 大学 増 設の 抑制 政策 の 背 後に どa）よ

う な 政治過 程が 存 在 し て い た の か とい っ た

問題 は、 非 常 に 興 味 を 引か れ る と こ ろで あ

る。

　 要 す る に、 本発表 は、 明 治 以 降 の 高等教

育 史上 に お け る 「教 育 過 剰 」 問題 の 系譜 に

関す る 研 究の 、 一
っ の ス テ ッ プ を な す もの

で あ る 。

　 以下 で は、 まず明 沽 ・大 正 期の 「教 育過

剰 」 問題 を 簡単 に 整理 し た 後 に、 昭和恐慌

期の 時期の 考 察 に 進 ん で い くこ と にす る a

　 （注 ）
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