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1．経 営学方法論 と専門職大学院の 狙い

　 私 が大学院の 学生 の 頃は
， 何 らかの 目的に役立

つ 経営技術論で な く， 事実認識 に よ る原理 を展開

す る経営理論 を勉強 しなさい とい われ た．経営技

術論は科学 とし て 成立 しが た い とい うの で ある ．

その 理 由は，  技術論の仮構的 目的 は，普遍性 ・

一義性 に欠け る こ と，  そ の 目的達成の 手段 は雑

然 と した諸種の 科学の 概 念に基 づ くこ と
，   実際

界 に有用 な立 場 と科学の 立 場 とは矛盾する こ と，

  技術論は具体的で あ り，

一
般的適用 に耐えられ

な い こ と，そ し て   技術論 に は 科学的 に正確で な

い 要素を多面的に含むとい うもの で ある．当時は
，

経営者の 立場 と研究者 の 立場は相容れな い とされ
，

また経営技術論で設定される 目的は
， 具体的で あ

っ て 一般 的適用 に耐え られな い と考え ら れ て い た

（奥村，1968）．こ れ以外 に も， 企業 を含めた組織

体 に は善悪があ り， 科学が そ れ に組み す る こ とは

好ま し くな い と考え られて い た．

　しか し， 今 日で は 企業経嘗は多 くの ス テ イ ク ホ

ル ダ
ー

を損 なうもの で は な くむ しろ こ れ ら に 貢献

する と い うこ とが前提に される よ うに な っ て ，経

営者 の 立場 と研究者の 立場 は融和 され て きた ．今

日の 専門職大学院の 設立 は
，

こ の 見解 を反映 して

い る．平成 14年 4 月 18 日に ， 中央教育審議会 よ

り答申 「大学院に おける 高度専門職業人養成に つ

い て （中間報告）」 が発表 され ，実践的な教育を

よ り
一

層充実 させ る観点か ら，専門職大学院 （仮

称） を創 設す る こ とが 必要 で あ る 旨が提言 され

た
1〕．ただ し ， 上記 の ように経営理論の

一
般化さ

れた研究成果が ，企業経営者の 具体 的な 目的 ・ニ

ーズ に対 し十分に役立 ちうる の か とい う疑問は依

然 と して残 っ て お り
， 経営教育は

一
層 改善の 余地

が ある とい える．

　本稿で は
，

こ の よ うな改善 の 余地 の ある 大学院

の 経営教育 につ い て，経営技術論 と して の 経営教

育 を充実 させ る こ と ， さ らに経営倫理論 と して の

経営教育に も踏み込む必要が ある こ とを主 張した

い ．そ の 手始め と して
， 私が か つ て 行 っ た東京中

小企業家同友会 の 会員会社に対す る ア ン ケ
ー

ト調

査 「専門職大学 院 （仮称） コ ース に向けて の ア ン

ケ
ー

ト調査」 （平成 14年 11月 10日回答締め切 り，

発送数 696社 ， 回収数 88社）を手掛か りと して
，

実践的教育の 目的 と本質，その 望 ま しい カ リキ ュ

ラ ム
， 望 ましい 人材教育等につ い て 考察を行 っ て

い きた い ．

2．大 学院の 望 ま しい 実践的 教育の 目的 ・

　　本質

　大学院の 望 ま しい 実践的教育の 目的 は どの よう

なもの で あろ うか．実践的教育は，実務経験 に基

づ く実学 （生 きた 学問の教育）で あ り， そ れ は経
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営理論に対する経営技術論 として の 性格 を持 っ て

い る．経営理論が 経営活動の 原理 や知識 を探求す

る の に対 して ，経営技術論は こ れ らの 経営活動の

原理を特定の 経営 目的の ため に経営活動に適応す

る方法 をい う．こ こ で は，経営目的，経営 目的設

定の 体系，経営 目的 と経営 手段 を繋 ぐ意思 決定，

さらには経営 目的選択 と し て の経営戦略に つ い て

の 教育 に焦点が 当て られ る ．

　 こ うい っ た実践 的教育に つ い て
，

わ れ われ は 14

項 目の 規 定を準備 し，上記の 中小企業家同友会の

会員会社 に ア ン ケ
ー

ト調査 を行い 回答を得 た （該

当す る もの 3 つ に 0 印を付す る形 の 回答）．そ し

て，回答数の 多 い 上位の 項 目だ けを掲 げる と ， 次

の と お りで ある ．

  企 業にお ける意思決定 と経営戦略の 実践 に つ い

　て の 教育

  企業目的 ・政策に 役立つ ，応用 の 効 く経営活動

　の 知識 （手段 ・方法，経営技術）の 教育

  ある程度長期に わ た っ て 通用す る基礎理論や も

　 の の 考え方の 教育

  実務 に近い
， 具体的な経営活動 の 体系 （詳細な

　事例，実践理論〉に つ い て の 知識の 教育

  学生 の 人 間性，学生の 活力 と実行力 ， 学生の 社

　 会生 活態度 に つ い て の 教育

　 この 回答結果に よる と，実践的教育は
一一義的 に

規定 され る もの で は な く，い くつ か の 多角的 な側

面を持 っ て お り， 大学院教育の改善す べ き視点が

多面的にク ロ ーズ ア ッ プされ て い る こ とが分か る．

3． 大学院の 実践的教育 に お ける 望ま しい

　　カ リキ ュ ラ厶

　実践 的教育を標榜する経営技術論 におい て 問わ

れな ければ な らな い こ とは，企業経営活動 の 領域

が膨大で あ り，どの よ うな領域に つ い て実践的教

育 を必要 とする か とい うことで ある．われわれ は，

こ れ を 「実践的教育に おける望 ま しい カ リキ ュ ラ

ム 」と題 して ，その 内容 を展開 して 行 きた い ．

　われ われ は，こ の よ うな経営領域 を
， 大 き く 3

つ に分 け，特化する こ とに した い ，その 分類 とい

うの は
，   購 買，生 産，販売，財務 ， 人事 ， 情
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報，会計，物流 な どの 「経営活動分野」，   計画

設定 ， 経営組織編成，経営指揮，経営統制など の

「マ ネジ メ ン ト分野」，お よび  経営活動を全体と

して 捉 え る 「経営 ・経営形態 ・経営環境分野 」で

ある．われわ れは こ れ らの 分野に つ い て ，それ ぞ

れ 27個 の 活動項 目 ， 21個 の マ ネジ メ ン ト項 目，

お よ び 22個 の 経営 ・形態 ・環境項 目を摘 出 ・列

挙 し，カ リキ ュ ラム 編成 h重要 と考 えられる項 目

に つ い て ，ア ン ケ
ー トに よる回答 を求め た （該当

5項 目 に 0 印を付す）．回答結 果か ら，紙 幅の 都

合で それぞれ 上位の 3項 目を掲げる と，次の とお

りで ある ．

（1）経営活動分野

  顧 客 満足 と市 場対 応 （顧客 満足の 明確 化 ， 顧

　客 ・市場 の 理解，顧 客 の 市場で の評価 ）

  マ
ー

ケ テ ィ ン グ ・販 売活動 （製品戦略 ， 価格戦

　略 ，
オ ープ ン 価格 制，広告戦 略 ， 販 売促進戦

　略 ， 人的販売戦略，経路戦 略，物流 戦略，プラ

　 ン ド戦略）

  研究 ・技術開発活動 （研 究 ・技術 開発の種類 と

　方法，技術移転，経営資源の 革新 ，
イ ノ ベ ーシ

　 ョ ン ，製品 とサ
ービ ス の 革新 ， 事業 ・市場 ・組

　織 ・情報シス テ ム の 革新）

　 こ の結果 をみる と，顧客満足 ，マ
ー

ケ テ ィ ン グ ，

研究 ・開発 に重点が置かれ て い るが ，こ れ らは今

後われわれが特に重点 を置 くべ き領域 を示 して い

る ．

（2）マ ネジ メ ン ト分野

  経営者の リ
ー

ダ
ーシ ッ プ （ビジ ョ ン と リ

ーダー

　 シ ッ プ，先見性，統率力 ， 決断力 ， 使 命感 ， 動

　機づ け，ビ ジ ョ ン と事業領域）

  経営計画設定 （経 営理 念，経営計画 ，経営 戦

　略 ， 長期経営計画 ， 予算，プ ロ グ ラ ム ）

  マ ネジ メ ン ト （経営管理 ，
マ ネジ メ ン トとリ

ー

　 ダ
ー

シ ッ プ ， 意思決定 ， 調整 ， 条件整備 ，学

　習 ，ガ バ ナ ン ス ，経営 管理職能 ，
マ ネジ メ ン

　 ト ・サ イ ク ル ）

　 こ れ らの 回答結果 を見る と，経営者 の リ
ー

ダ
ー
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シ ッ プ に高い 関心が集 まっ てお り，これ に 見合 う

カ リ キ ュ ラ ム の 編成が求め られ て い る．

（3）経営 ・経営形態 ・経営環境分野

  現代企業の 役割 （製品サ
ー

ビ ス の 提供 ，
ガ バ ナ

　 ン ス ，収益性 と社 会性）

  経営と経営環境 （経営環境 ， 経 済環境 技術環

　境 ，社 会 ・文化環境 ，政治 ・行 政 ・法 環境 ，

　 自然環境 ， 人口動態 ， トレ ン ド）

  経営 と地球環境保全 （エ コ ロ ジ
ー

， 環境 ア セ ス

　メ ン ト， 環境管理 ，環境監査
，

ビジネス ・
ア メ

　 ニ テ ィ，グ リー ン ・マ ーケ テ ィ ン グ，グ リ
ー

　 ン ・プ ロ ダク ト）

　こ れ らの 回答の 結果に よ ると， 現代企業の 役割 ，

経営 と経営環境 ， 経営 と地球環境保全な ど に 関わ

る
，

企業の 基本 的な枠組み に つ い て の教育が必要

と され て い る こ とが 分か る ．

　以 E の 「実践的教育に お ける 望 ましい カ リキ ュ

ラ ム」 に つ い て は，院生 が こ れ ら の 専門分 野 にお

い て専門性を身に付 け個別の ケ
ー

ス に応用 で きる

よ うに ，現場 を知 っ て い る実務 家を 含め て ，教

育 ・研究 ス タ ッ フ （専任，非常勤）を整え て お く

必要性 を示 して い る．

4．大学 院に お ける望 ま しい 人材教育

（1）大学院 にお ける望 ましい 人材教育の 内容

　 とこ ろで，これ らの 各分野の 知識 の 伝授 に 加え

て ，経営者 ・社員 の 人間的資質 に関する教 育が不

可 欠 で あ る と
， 現場 を司 る 経営者特 に中小企 業の

社長 さんか らよ く話 を聞 く．こ れ は，「高度 で 専

門的 な職業能力を有す る 人材 の 養成」 に お い て ，

育成す べ き経営者 ・社員像 を想定する 問題 で あ

る．こ れ を，「大学院 に お ける 望 ましい 人材教育」

と い うテ
ー

マ で 取 り上 げる こ とに した い ，

　われわれ は，人間 として の 資質 の 側面に注 目 し，

会社が求 め
， 育成 を 目指す と思 わ れ る 30 個 の 社

員像 を列挙 し， 該 当す る もの に つ い て 質問 した

（該当 5項 目に 0 印を付す）．こ の 質問に対す る回

答で 上位 の もの を掲げる と
， 次の とお りで あ る．

  経営活動に つ い て ，時代 に応 じた決断力 ・判 断

　力を持 つ 人，

  専 門的知識に富み
， 専 門分野 にお い て創造力を

　持 つ 人

  固定観念 に とらわれず，弾力的 思考 ・行動の で

　 きる 人

  時代 の 動 きに敏感で あ り， 経営事象に つ い て先

　見性 を持つ 人

　こ こ で 列挙 した決断力 ・判断力等 の 項 目は，わ

れわれ が経営者 リ
ー

ダーシ ッ プの 資質と して重 視

する内容 を整理 して質問 した もの である．概 して ，

実際に こ の ような項 目を含む リ
ー

ダ
ー

シ ッ プ論 を

教育の場面で強調 する こ とは可能で ある ．ただし，

実際に こ れ らの 資質 を院生 に 会得 させ
， 体得 させ

うるため には，技術論 を超 え て ，倫理論 として の

経営教 育 に まで 立 ち入 らなけれ ば成功 しな い と考

えて い る （第 5節参照）．

（2）経営技術論 を教育する努カー
実践的教育の 煩

　　雑 さを回避 しない こ と
一

　 以、ヒの 経営技術論 とい われ る 実践 的教育にお い

て ，院生 に対する経 営技術上 の 知識や経験 を伝授

する こ と は ，工 夫次第で は可能で あろ う．そ の 工

夫 として の 授業科 目 の 履修方法 に は ，事例研究
，

討論，現地調査 ， 実習，そ の 他の 適切 な方法の授

業を採用 する こ とが望 ましい し，また教師像 とし

て ，実務経験 と高度専門知識 を備えた実務家 を採

用する こ とも要請され よ う．確か に ， 問題解決 の

科学的ア プ ロ
ー

チや事例研 究に よ っ て
， 院生 に対

して柔軟で ス ピー
デ ィ

ーな知識 を身に つ け させ ，

また高 い 専門性を会社の 特色に柔軟に対応 させ る

能力を得 させ る こ とは可 能と考 えられ る．

　た だ
，

こ れ らの 経営教育 は煩瑣 な もの で あ り，

こ の 煩瑣 さから逃れ よ うとす る と，実践 的教育は

失敗 に終わ るであ ろ う．ア メ リ カ で ビジ ネス ス ク

ール は病 ん で い る とい う批 判が ある の は ，「学術

的 な卓越 性」 とい う結果的 に 自滅を招 くよ うな 目

標 を掲げ
，

しか も実践的教育に不 可欠 な煩雑 さか

ら逃 れ よ うと したた め で ある とされ る，その煩雑

さ とい うの は
， 教授陣が 「複雑 な社会的ある い は

人的 な要因 を考慮 した り，現場 に 赴い て今 日の マ
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ネジ ャ
ー

が直面 して い る実際の問題 を発見する た

め に 時間を費や した りする」煩雑 さ （実践的教育

の真髄）を指す （ベ ニ ．ス ・オ トゥ
ー

ル ，2005）．

5．経営倫理 論 と して の 経営教育 と 3種類

　　の 人材教 育

　今 日大学院で は
， 経済や技術に 関 わ る経営技術

論 と して の 教育 に加 えて，社会や人間の 価値 に基

盤 をお く経営倫理論 と して の 経営教育 を行 うこ と

が 求め られ て い る．そ の 教育 とい うの は，人 の価

値 ・欲求 ・幸福 な どの 目的 （形而上 学的価値）を

想定 し こ れ に 応 じる 行為を と る ように 人 や 経 営 に

改善 を勧告す る モ ラ リス トの 立場 か ら行 わ れ る．

こ の 倫理論で 展 開さ れ る経営 リーダーシ ッ プ や 精

神 エ ネル ギーの 開発 は ，人 間の 精神 ，資質，能

力，感度に関 わ るだ け に ，
こ れ らを向上 させ 問題

解決能力 を養わせ る とい う こ と は ，まさに教育 の

問題 で ある とい えよう．こ の よ うな倫理論的 な教

育が
，

基本的 に は経営に お け る 人材教育や トッ プ

経営者の候補者の 育成 に 資す る し，さ ら に派生的

に は 経済や技術の た め の経営技術論的な教育 に も

役立 つ と考えて い る ．

　 こ の ような社会や 人間 の 価値 に基づ く経営倫理

論的教育は，企業不 祥事 に対応 した コ ン プラ イア

ン ス 論ですで に
．一

部行われ て い るが ，こ れ は後追

い の 問題処理の 感を免れ な い ．そ の ため， コ ン プ

ラ イ ア ン ス の 基 礎 とな る人 の 価値創造 ・価値選択

の側面 を開発す る こ とを強調する もの で なけれ ば

な らな い ．例 えば
，

グ ロ ーバ ル ・グ ル ープ経営で

の 国の価値，グ ル ープの 価値，会社 の価値 （有効

性，能率）にお け る 価値創造で あ り，また株価最

大化，社員の生 き甲斐，社会関与，倫理観で の価

値選択 を指す ．

　そ して，こ の 人 の 価値創造を展開する人材教育

に は，次の 3 つ が ある．すなわ ち，  大学院教育

で 求め られ る 基本的な人材教育 ，   リ
ー

ダ
ー

シ ッ

プ論で の 経営者 ・社 員の 資質の会得 ・体得 と し て

の教育 ， お よ び  トッ プ経営者候補生 の 資質の 開

発 と して の教育で ある ．以下，これ らの 3者に つ

い て 順 次説明 して い きた い ．
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（1）大学院教育で求め られ る基本的な人材教育

　人材教育 の 第 1は ，大学院教育で 求め られ る基

本的な 人材教育であ る．こ の教育は，あ る経営者

の 次 の 率直な言葉か ら見 られる ように ，最低限必

要 な大学院教育で ある ，すな わ ち，「企業で の 技

術者育成の コ ス トは大学 ・大学院で の コ ス トと比

べ 物 に な ら ない 費用 を投入 して お り ， 大学 ・大学

院に実践的な技術 は望 ん で お りませ ん ．むしろ探

求心 な ど や ， 最後 まで や り と げ る力や基礎的な学

力の 充実をお願 い した い 」 とい う声で ある．こ の

声で は，探求心 ，最後ま で や りとげる力，基礎 的

な学力 の 充 実 を教 育 して 欲 しい と い うの で あ る ．

立 正 大学で は
，

プ ロ ジ ェ ク トチ ーム を立 ち上 げ

「モ ラ リ ス トx エ キ ス パ ー ト」 とい うコ ン セ プ トの

もと
， 輩出 して い く人間像の 育成 を展開 し よ うと

して い る．また最近 ， 文部科学省で は 「情動の 科

学的解 明と教育等へ の 応用 に関す る検討会」を設

置 し，心の 理 論，協調性，抑制力，生 活 リズ ム ，

学ぶ 意欲，言語発達等との 関連で ，社会能力の 実

証 を し よ うとす る 「報告書」 （平成 17年 10 月）
2〕

を公刊 して い る が ，
こ れは経営教育 に と っ て参考

に なる ．

（2）リ
ー

ダ
ーシ ッ プ論で の 経営者 ・社員 の 資質 の

　　会得 ・体得 と して の 教育

　第 2 の 人材教育は ，リーダーシ ッ プ論 で の 経営

者 ・社員資質の 会得 と体得 とい うもの で ある．先

の 決断力 ・判断力な ど個々 の リ
ーダーシ ッ プの重

要性 を院生 に 指摘 し ・伝達する こ とは
， 経営技術

論の教育 と して 可能で あろ う．ただし，こ れ らの

リ
ー

ダ
ーシ ッ プ の資質 を院生 に会得 させ る た め に

は，経営倫理論 として の 入材教育が是非 とも求め

られ る．

　最近の リ
ー

ダ
ー

シ ッ プ論で興味の あるテ
ー

マ は，

フ ァ シ リ テ
ー

タ
ー

（人 々 に行動 を促 す）型 リーダ

ー
シ ッ プで ある ．パ ス カ ル お よび ス タ ーニ ン に よ

る と
， 優 れた リーダーは 「人々 をや る気 に させ る」

雰囲気 をもち ，
ボ トム ア ッ プの 改革 を実現 させ る ．

こ こ で は，他の 社員 と違 うや り方で 優れ た成果 を

挙げ るポ ジ テ ィ ブ ・デ ビ ア ン ス （肯定的 な逸脱）
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を自ら発見 させ る ような役割を遂行する ．そ の た

め ， 力 まな い で 自然体で あれ とい う人 間観 を持つ

老子 （道教 の 祖）の 次の 言葉が ，ポ ジ テ ィ ブ ・デ

ビ ア ン ス の 真髄 を表現 して い る．すなわ ち，「人 々

に 学び
，

人 々 と
一

緒 に計画 し
， 人 々 が持 っ て い る

もの で 始め，人 々 が 知 っ て い る こ との 上 に築 きな

さい ．リ
ーダーが真 に優れて い れ ば

， 終わ っ て み

る と人 々 は 口 々 に こ うい う．「自分 た ちの 力で や

り遂 げた 』と」（パ ス カ ル ・
ス タ

ーニ ン ，2005）．

こ の ポ ジ テ ィ ブ ・デ ビ ア ン ス 論は ，ア メ リ カ 流 の

行動科学的 リ
ー

ダ
ー

シ ッ プ論と 日本流 の リ
ー

ダ
ー

シ ッ プ資質論 とを繋 ぐ糸口 に な る もの で ある と私

は評価 して い る，

　こ の 際 ， リ
ーダーシ ッ プ の 資質を院生 に会得さ

せ る とい う人材教育の た め に は
， 今 目 リ

ーダー
の

ため の コ
ー

チ ン グ手法な どが 開発 され て い る．そ

れ は ，目標達 成に必 要な能力や行動 を コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン に よ っ て 引 き出す能力開発 法で あ る．た

だ こ こ で は，上記の ように紀元前 300年頃の老子

の 著作が現在 なお も影響力 を持 つ こ と の 理 由
v’t

，

探 り当て る こ とが 必要で ある し，また後述写 る

「経営倫理 ・原理 の 教育 の 実践 の場」 に つ い て の

模索が 求め られる．

（3）トッ プ経営者候補生 の 資質の 開発 と して の 教

　　育

　 ロ ワ ー ・ミ ドル の 経営者や 社員の ため に は
， 経

営技術論的な経営教育で 相 当程度効果が上 が る で

あろ う．しか し，
こ こ で い う第 3の トッ プ経営者

候補生 の 資質や 能力 を開発する プ ロ グ ラ ム は，効

果を直 ぐ期待 で きない が ，経営者 の 道徳的複雑性

（複雑 な倫理性）に 関わ る，価値創造 ・価値選択

を内容と して い る．なお こ こ で ，中小 企業経営者

を含め て 高 い 地位の 経営者が ，葛藤する価値基準

の 中か ら最適 な もの を組織信条 と して 採用する こ

とを道徳的複雑性 とい うが ， そ の 内容 につ い て は
，

先 の 本誌 （2003年 3 月）で すで に明らか に した と

こ ろで ある （奥村，2003）．

6．複雑化 する価値の創造 ・選択 を涵養 させ

　　る教育の 内容 と場一 む すび に代 えて一

　問題は ，上記 （3）の ト ッ プ経営者候補生 の 教

育 に関連 して
，

これ らの 複雑化する価値 の創造 ・

選択 を涵養 させ る よ うな教育の 内容 と場 をどの よ

うに展開す るか とい うこ とである ．そ の 問題解決

の 試案 として 次 の 3 つ を掲げて ，本稿 の 「むすび」

に代える こ とに した い ．

（1）時代 と地域 を超 えて真実で あ る経営倫理 ・原

　　理の 教育

　先の ポ ジ テ ィ ブ ・デ ビ ア ン ス の真髄が道教の 祖

老子に通 じて い た よ うに，時代 を超え，地域 ・国

を越 えて 真実で あ る経営倫理 ・原 理 が存在する の

で，こ れ を教 える こ とが必 要で あ る，そ の 事例 は

多 くあ り，例 えば大 丸 の 先義後利 の 理 念が ，H ．

A ．サ イモ ン の 進 化適合 モ デ ル や enlightened 　self−

interest概念に通 じ，またその 本来の 出所 は中国

の 戦国時代紀元前 200 年代 に書か れ た苟子の 栄辱

編 で ある ．また，GE の 経営理念で ある GE バ リ

ュ
ー2000 で は ，マ ネジ メ ン トの 理 念 と並ん で 東洋

的 ・目本的な 「誠実」や 「信頼」が 強調 されて お

り，これ らの 価値の 普遍 性を示唆 し て い る．

（2）日本文化特有の 経営倫理 ・原理の 教育

　日本企 業の 経済的成功の 大 きな要 因は
， 市場競

争で 優位性 を持 つ 技術 の 開発 と革新 で ある が，そ

の背景にある 日本文化 と土壌 につ い て
， またそ れ

に特有な経営倫理 ・原理 に つ い て 教育す る こ とが

必要で ある．最近 ，『国家の 品格』で藤原 正彦氏

は，長期的に経済発展する 国は数学や 理論物理 の

レ ベ ル が 高 い こ とで ある とし，また情緒 を育む精

神の 形 と して 武十道精神が 日本の 道徳の 中核で あ

っ た とす る．また
， 国に必要なエ リ

ー トが大局観

や総合判断力 を持 つ ため の 背景 として ， 文学 ， 哲

学，歴史，芸術，科学 とい っ た教養 を身につ け る

必 要性 を強 調 して い る （藤原 ，2005）．確か に ト

ッ プ経営者に は
， 歴 史に 基づ く豊か な心か ら生 ま

れ る価値創造 ・価値選択の 能力が不
10
∫欠で ある の
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で ，こ の 意見 には同感で ある．

　そ もそも現代の 日本の 経営者は
，

企業 を  人 や

心の シ ス テ ム ，  二 律背反 ， 起伏ある もの
，   よ

い 風土 （職場）の集積 ，   社会 と関係ある もの 等

と見 て い るの で，人や心 に関わる経営者 の個人的

価値観の拠 り所につ い て教育する必要が ある．こ

こ で ，モ ノ づ くりの本質を 「知」に求め，「知」の

ヒ ン トを大 自然 と りわけ漢方 （東洋医学）に負 う

て い る とする常盤文克氏 （花王特別顧問）の
一連

の書物 （常盤，1999，2000，2001）は，優 れた 内

容の もの で あ り， 倫理的教育の テ キス トと して 参

考に した い ．

（3）経営倫理 ・原理 の 教育 の 実践 の 場

　経営倫理 ・原理 の 教育 の 実践 の 場 として，時代

に あ っ た倫理観 を持 つ ，人 間と して優 れ た教 育者

と個 人的な接触の で きる こ とが必 要で あ る．江 戸

時代 ， 石田梅 岩は 「石門心学」 を創始 し
， 商人道

を説 い たが
， 米価が騰貴 し庶民が苦 しんだ とき に

施米の 仕事 に取 り組ん で い る ．また，二 宮尊徳 の

報徳仕法は ，610余箇所の 貧窮郡村 の 立 て 直しを

する際 の 救済実行計画をい うが，そ の 実践性が評

価され て お り，尊徳の 影響を受けた モ ラ リス トは ，

安田善次郎，御木本幸吉，豊田佐吉，松下 幸之助，

渋沢栄
一

， 大原孫三 郎，土 光敏夫 など と，数が多

い ．今 日で は
， 稲盛 和夫氏 （京セ ラ名誉会長）の

盛和塾 ， 実践経営問答 ， 「経営秘伝 を伝授する 車

座問答」 は注 目す べ きで
， そ の 教育姿勢 を今 日の

経営技術論を超える経営教育を 日指して 　　15

経営教育 に取 り入れ た い もの で ある．

注

1）　中央教育審議会 「大学院 にお け る高度専門職業人

　　養成 に つ い て （中 間報告）」2002年 4月．文部科

　 学省 「専門職大学院設 置基準」平成 15年 文部科

　 学省令第 16号，2003年 3 月．

2） 情動 の 科学 的解明 と 教育等へ の 応用 に 関 す る 検討

　 会 （文部科学省〉『報告書」2005年 10月．
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