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物差 しづ く り ・基準づ く りの効用 と 陥 穽

「監査の 無限後退 」 と シ ニ シズ ム を超 えて

佐藤郁哉 （
一

橋大学）

は じめ に

　報告者 自身 は 教育社会学 に つ い て 、基本的 に

は素入で あ り、また 門外漢で もある。今回は、

大学に お け る教育 ・研究 に 関わ る活動に 対する

監査 （audit ）や評価 （evaluation ）の 問題 に 関

す る調 査 を 企 画 して い る者 の 視点 か ら、課題研

究 の テ
ー

マ の 背景 に ある ヨ リ
ー

般的な問題、と

りわ け 大学 （教育）
一
般に 対 して 突きつ け られ

て い る 教育改善や説明責任 とい う問題 に っ い て

考 え て み た こ と に つ い て 述 べ て い きた い 。基 本

的な問題 関心 は、過去 20 年ほ どの 間 に 展 開さ

れ て きた
一

連 の 大学改革ない し教育改革に対 し

て個々 の 大学が示 して き た 対応 の あ り方 が 、新

制度派組織理論視点 か らは ど うとらえられ る か 、

とい う点 に あ る。ま た こ の 機会 に 、
一

連 の 「改

革 」 に関連 して 実際に 教育現場 で の 対応を迫 ら

れ て き た者の
一

人 と して 持ち続け て き た素朴な

疑問 と懸念 に つ い て も述べ て み たい 。

1．制度と して の 高等教育

　 「組織活動 は 管 理 者 の 監督範囲を越 え た と こ

ろ で 遂行 され る。特 に 組織 は プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ

リズ ム を 積極的 に 奨励 し、ま た 、実際 の 組織活

動 に 関 して は専門家に権限 を 委譲す る 。 ／目標

は曖昧 か つ 空虚 なもの とされ、技術的な目的は

カ テ ゴ カ リル な［属性 を め ぐ る］目的 に と っ て 代

わ られ る ． 病院 は 患者 に 対 し て 処置を施す の で

あ り患者 の 病気 を 治す訳で は な い 。学校 は 学生

を生産するの で あ り、学習［成果］を生み 出す訳

で は ない 」 （Meyer ＆ Rowan 　1977 ：357）

　　　制度的圧力 に 直面す る組織 の 対応 の 1 つ

と し て Meyer ＆ Rowan が 示 し た 脱 連 結

（de−coupling ）の典型例 に、病院組織と並 ん で

学校組織 に おける例 が 挙げられ て い る こ とは 、

周 知 の 事 実 で あ ろ う。言 うま で も な く完 全 な 形

で の 脱連結 は む しろ 珍 しい 部類 に 属す る に違 い

な い
。 しか し、Meyer らが最近改 め て 指摘 し て

い る よ うに、少な くと も高等教育に 関 して は、

そ れ が制度と して の 性格を色濃 く持 ち、また、

形式的な要件 との 整合性 と実質的な教育効果 ・

社会化機能 との あ い だ で 何 ら か の 形 で 脱連結な

い し緩やか な連結 （loose　coupling ）が存在 して

い るの で なければ、世界規模 で の 、学校数およ

び 学生数の 爆発的増大や学部構成 ・カ リキ ュ ラ

ム 等 の 外形的な特徴等 にお け る共 通 化 に つ い て

は説 明が 困難な面 が 少な か らずあるもの と思わ

れ る （Meyer 　et 　al ．2007）。 ま た、学歴 ・学校歴

とい う形式 的な資格証明 に もとつ く社会的地位

の 分 配 が 強 固 な1E当性 を持 っ て き た か らこ そ 、

そ の 資格証明を ほ ぼ 独 占的 に 担 っ て きた 大学 と

い うもの が 、少 な く と も全体と して 見れば、文

化的権威を保ち続け て きた の だと言 えよう。

　そ して 、新制度派組織理 論 の 立 場 か ら は、高

等教育機関は典型的な 「制度化され た組織」 で

あり、制度的環境 か らの 要請を強 く受 ける
一

方

で 、技術的環境 か らの 要請 か らは か な りの 程度

隔離され る傾向が 顕著で あ る と され て きた。

2 ，新しい 「ゲー
ム」の始ま り ？一一技術的

　　環境か らの 圧カへ の 対応

　それ に 対 して 、今回 の 課題研究 の テー
マ と密

接 な関 連 を 持つ 「分 野 別 参照 基 準 」 の 問題 に 象

徴 さ れ る よ うに、近年 の 高等教育をめ ぐる動向

の 中に は、
一

見、上 記 の よ うな、大学が持 つ 、

制度化 された組織 として の 性格 を大幅に変 えて

い く契機とな る もの が含ま れ て い る よ うに も 見

え る 。 そ れ は また 、教育社会学 の 場合 に 限らず、

さ ま ざま な研究
・
教育分野の ア イデ ン テ ィ テ ィ

の 根本的な問い 直 しに 結びつ く可能性があ る。

　すなわち、今や、大学は、制度的な形 式要件

を満たすだけで な く、学習の 質 の 保証をは じめ

とし て 組織活動 の 実質的な成果に関 して 、従来

をは る か に超 える レベ ル で 対 応を迫られ て い る

の で ある。実際、た と え ば中教審の 答 申な ど で

は、「『何 を 教 え る か』よ り 『何 が で き る よ うに

な る か 』 を 重 視」 し、ま た、学習 を 通 して 種 々

の 実質的な 「力」 を身 に つ けさせ る こ とが大学

教育の 主 要な目標 の
一

っ と して 謳 わ れ て い る。

そ の 具体的な施策 の 1 つ と して、授業単位につ

い て は、そ の 「実質化 」 が 強調 され て い る。つ

393
N 工工

一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Eduoational 　Sooiology

ま り、大学は 、現在、形式的な整合性だけで な

く実質的な結果ない し成果 （ア ウ トカ ム ） の 達

成 を要 請 され て い る の で あろ う。

　 こ の よ うな 動 き と連動 して 、大学の 組 織改革、

教育改革を め ぐる議論 の 中に は、工 業製品の 製

造をは じめ とす る経営管理 の 世界 か ら移入 され

て きた 発想 （明 ら か に 時代遅れ の もの や
一

過性

の 「バ ズ ワ
ー

ド」 に過ぎなか っ た もの も含まれ

る の だ が ） や そ れ ら と類縁 卜生を 持 っ 語彙が 見 ら

れ る よ うに なっ て きた。た とえ ば次 の よ うな も

の で あ る　　可視化 な い し 「見 え る化 」、PDCA

サイ クル 、出 口 管理、品質管理、顧客満足 （度）。

　上 述 した
一

連 の 傾 向は、と りもなお さず、大

学とい う組織が
、 以 前 と比 べ て 、技術的な環境

か らの 要請や圧力に対 して ヨ リ直接的 に さらさ

れ よ うに なっ て き て い る兆候 と して 見 る こ とも

で き る。また、こ れ は、1980 年代以来 の 、公 共

サービ ス の あ り方 を め ぐ る新 公 共 経 営 （NPM ：

new 　public　management ）の 巨大な潮流と通ず

る と こ ろが 少 な くない もの と思われ る 。

　 い ずれ にせ よ、大学 の 運営や教育をめ ぐるゲ

ーム の 性 格 は 明 らか に 変わ っ て き て い る の で あ

り、大学 とそ の 構成員 は、新 し い ル
ー

ル に もと

つ くゲーム の プ レ イ ヤーと し て の 対応 を迫 られ

て い る の だと言え る。

3 ．監査 ・認証の無限後退と教育現場におけ

　　るシ ニ シズム

　 この 、大学を舞台 とす る新 しい ゲ
ー

ム の 中に

は、学習成果や教育上 の 効果 それ 自体をよ り具

体的 で 実質的な も の に して い く
一

方 で 、そ れ ら

の 成果や効果を測定するた め の 道具 立 て を整備

し、また、そ の ツ
ー

ル を使用 した実際 の 測定な

い し検査
・
監査活動 をよ り実質的なもの に して

い こ う とす る試 み が含まれ て い る。

　言 うまで もな く、先 に 挙げた 「脱連結 」 は 、

組織活動 に対す る 監査 ・
検査 の 失敗例 で あ る と

言 える。制度的要請への 同調 を組織構造や活動

の
一

部分に と ど め る とい う対 応 は、過去 20 年

来 の 「大 学改革」 の 動向 に と もな っ て 提唱 ・導

入 され て き た さまざまな施策に 対 し て、個々 の

大学が示 して きた対応 の 中に も、数多 く含まれ

て い た よ うに 思 わ れ る （佐藤 ・
山 田 2004 ）。

　脱連結 を は じめ とす る監 査 ・検査 の 失敗 の 背

景 に は、様 々 な要因が 想定 で き る。そ の 中 に は、

監査 ・検査の 方法や ツール の 欠陥 も あ る だろ う。

しか し、も しか した ら、制度的要請やその 評価

法それ 自体 が 理 不 尽 なもの で ある の か も知れ な

い。そ し て 後者 の 場合 に は、そ の 要請 自体 の 正

当性 あ るい は 要請を お こ ない 、要請 に 対す る対

応を査定する主体 に 対する信頼感 の 欠如 が、ヨ

リ根本的な原因 とし て あ る の か も知れな い 。

　上 述 した、教育成果 の 物差しづ く りや基準 づ

く り とお よ び そ れ に よ る評価 ・認 証 との 関連 で

言 えば、そ の 、正 当性への 疑念や信頼 の 欠如は、

監査 の 「無限後 退 」 と で も呼ぶ べ き 事態 （Power

1997 ：135，137 参照）を 招 くこ とに な る。た とえ

ば 、監査 や認証評価 をお こ な う機 関が 信 用 で き

ない 場合 に は、そ れ らの 機関を監査す る 上級 の

機 関が 必 要 に な る はずで あ る。しか し、そ れ ら

の 「メ タ監査 」 「メ タ認証」 の ための 機 関す ら信

用 で きない 場合 もあ る。た とえ ば 、工 業分野の

代表的な国際規格で あ る ISO の 9000 シ リーズ

に 関 して は、認証機 関の 資格が疑われ る事態 が

続出 した。
一

方 で 、「認証機関 自体の 格付け」 も

頻 繁 に お こ なわ れ て き た。近 年 は 「信用格付 け

機関の 格付け」 の 必 要性 も指摘 され て い る。

　 同 様 の 点が、「物差 しの 的確性を測 る ための 物

差 し」 「基準の 妥当性
・信頼性 を査定する た め の

基 準 」 に つ い て も指摘 で き る。実際 の と こ ろ、

大学教育 に 関わ る 種 々 の 実質化 に 関す る議論や

そ れ に 付随して お こ なわ れ て き た 基準づ く りや

ベ ン チマ
ーキ ン グ に 関わ っ て きた 人 々 と機関 は、

監査 の 無 限後退 を引き起 こ さず に 済む だけ の

「絶対的な信頼 」 を贏 ち得 て い る の だ ろ うか ？

ま た も し、そ の 人 々 に、メ タ レベ ル の 評価を 峻

拒 で き る ような権限や正 当性 が あるの だと した

ら、そ れ は、誰 に よ っ て 、どの よ うな根拠 を も

っ て 付与 され て い る の で あろ うか ？

　 こ れ らの 問い に 対す る納得 の い く答え が 得 ら

れない 限 り、ビ ジネ ス の 現場 で 規格認証や格付

けをめ ぐっ て しば しば見 られ て き た もの と 同様

の シ ニ シ ズ ム が、教育現 場 に お い て も到底拭 い

きれない もの と して 残 っ て い くに違 い な い 。
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