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大学改革 と物性 研究 所
”

（鈴太平 氏 ）

　　 へ の 批 判 的 意 見 、
そ の 他

信 州大 ， 理 　 勝 　木 渥

　
sc

物性 研 だ よ り
”

9 巻 5 号 （1968 年 8月）で 鈴木平物 慨 研所 長 は ， 東大 改 革

準 備 調 査 会 の 覚書 や ， 学 術 審 議 会 学 術 研究 体 制 特別 委 員会 中 間 報 告 に も られ た

内 容 を 批判 しつ つ ，　 「大 学 改 革と物 性 研究 所」 と 黷 して ，

一 つ の 問 題 提 起 を し

て 齢 られ る 。 そ の 要 点 を 私 な りに專 約 して み る と ， 将釆 の 「共 同 利用 研究 所 」

の あ る べ き 姿を
一 般 論 と し て 6 項 目ほ ど あ げ られ た 後 に ， 物 性 研 に 焦 点 を あ わ

せ て 5 つ の 問題 点 に つ o て 論 じて 雜 られ る 。

一
般 論 と し て 述 べ られ て o る こ と

は ， 1． 今 後 新 し O 大 掌 に 残 る べ き 「附 置 研究 所 」 は す べ て 「共 同 利 用 研究所」

と して そ の 体質 と磯 能 と を 改 革す べ き だ ； 2．　 「共 同 利用 研 究 所 」 を大学 の 外

郭 に位 置 づ けて ， 大 学 の 自 治 との 矛 盾 を 緩 和 し ， 相 互尊 重 に よ つ て 大 掌 の 内 部

と調 和 を 保 つ よ う に す る ； 5， 全 国の 主 要 大 学 は ， しか るべ き全 国 的審 議 機 関

の 議 を 経 て 特 長 あ る 「共同 利 用 研 究 所 」 を もて る よ うに し ， 全 国 の 研 究 者 に 対

し て 開 か れ た 運 営 が で きる atうに 鋼度 を 改革す る ； 4．　 こ れ ら 「研 究 所 」 は 必

ず し も 巨 大科 学 に対 応 す る 巨大 施 設 や 巨大 予 算 が 唯
一

の 存 在 条 件 で は な O 。 著

し O 学 問 的特 色 を もち ， 予 算そ の 他 で 思 い き っ た 国 家 的 措 置 が と れ る よ うに ，

少 数 精 鋭 を 旨 と して 設 置 す る ； 5． こ れ ら 「共 同 利 用 研 究 所 」 は 柔 軟 な研 究 体

矧を し き， 客 員部 門劇 度 や 所 員の 任期 を お くこ とに よ っ て 円滑 な 人 事 交流 を 実

施 し ； 高 ・（ レ ベ ル の 研 究 と 栽分 野 の 開 発 研 究 の 場 と し て の 機 能 を 発 揮 さ せ る ，

6 　 若 い 研 究 者 の 養 成の た めの 機能 を もあわ せ もた せ る ； と い う 6 項 目 に 要 約

で きる 。 ま た 物 性研 の 問 題 と し て は ， 1． 物 性研 の 目的 ：全 国共 同利 用 研 究 所

と して 物性 物理 物 理 学 を中 心 とす る 研 究 を 総 舎 的 に 遂 行す る こ とを 目的 と して

A る 。 こ の 物 性 研の あ り方の 吟 味の た め に は ， 物 質科 学の 将 来 に 対 す る 一
応 の

見通 しを も つ 必 要 が あ る が ， 基 礎 論 的観 点 か らす れ ば ； 現在 は 予想 さ れ た 発 展

の 限 界 に 近 く到 達 して va て ， 今 後 の 学 問 の 勤 向は 未知 の 領 域 の 開拓 に 依 存す る

所が 大 きの 。

一方 で は 従来 の 研究 の 定 量 化 ・精 密化 と い う自然 延長 的発 展 の 方

向 に 向 か うと共 に ， 他 方で は 新 し い 研 究対 象 ・
分 野 の 稽 極的 開発 が 期 待 さ れ ，
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こ の 方 向 に 薪 し い 原 理 的 基礎 的問 題 追 求の 道 が 開か れ よ う 。 物 性研 は こ れ ら 2

つ の 方 向 を並 行 さ せ て 進 め る が ， 将来 は 後 者 が研 究 の 主 洗 と な る こ と もあ り得

る ； 2　 研 究 体 制 ：新 分野 開発の 使 命の た め に ， 柔 軟 な研究 体 制 の 保 持 と臨 機

の 予 算 措 置 を可 能 にす る こ とが 必 要だ 。 柔 軟 な体 制 と して は 一 つ に は 部 門 鰯 を

廃 止 し最 小 研究 単 位 と し て 研 究 室 （従 来の 半部 門 ）．を とる 。 第 二 には 相 当 数 の

客 員 研究室 を 設 置 し て 外 部 の 研 究 者の 実 質的 参 加を 容 易 にす る 。 「プ ロ ジ エ ク

ト研 究 シ ス テ ム 」は 否定 し ，　「研 究 コ ア ーシ ス テ ム 」 を と る 。

’
r研究 コ ア ー シ

ス テ ム 」 を い くつ か の 重 点分 野 に 対 し て 組 む こ とに よ り， そ れ ぞ れ め 分 野 の 進

歩 は 加 速 さ れ ，

’
周 辺 領 域 へ の 浸透 も早 ま る 。 こ れ に は 特 別 予 算投 入 が 必 要 で あ

り， 研 究 所 全体 を こ の よ うな 複 数 の 組 織で 構 成す る た め に ， 数 年単位 で 次 々 に

新 し ve 組 織 を つ くる こ とが 必 要 で あ る 。 va ず れ も固 定 的 な もの で は な く ， 必 要

な ときに 発 展的 解 消が 行 な わ れ な け れ ば な ら な い ； 5． 研 究 者 組 織 ：現 在 の 教

授 ・助教 授 ・助 手等の 呼 称 を 改 め 任 期 制 を し く， 即 ち ， 教 授 ・助 教 授 を 一
括 し

て 教 授 とし ， そ の
一

部 に 任 期 （10 年 ） をつ け る 。 助手 は 研究 員 と よ び 現 在 の

5 年任期 制 度を 維 持 す る 。 教 授 と研 究 員を総 称 して 所 員 とよび ， 所員会 を 構 成

す る 。 所 員会 の 機 能 は 主 要 な 点 に 関 して は 現 行の ま ま で よ い 。 審 議 機 関 と し て

の 所 員 会 は 教 授全員 と ， 研 究 員 の 少 数 代 表 （砺 究 員 全 員 の 参 加 は 物 理 的 に 実 質

的 審 議 を 困 難 にす る た め ） とで つ くる 。 新 し い 所 員 の 任 用 は す べ て 公 募 制 に よ

り， 選 考 は 所 外 の 他部 局澄 よ び 他大学教 宮 の 加 n つ た 現 行の 人 事 選 考 協議会 が

行 な う ； 4． 大 学 院 ：大 学 院博 士 課程 に 対応 す る 「研 究 院」 を制 度 化す る 。 「研

究 院」 は も つ ば ら研究 者 の 養成 を 目 的 とし ， 全 国の 大 学の 学 生 （完 全 な 国 家 給

費 を望 む ） と民 閲 機 関 の 若 ve 研 究 者 に対 して 開放 され る 。

一
研 究 チ

ー ム に 2 名

の 研 究 院 生 が 限 度 で あ る ； 5， 共 通 サ ー ビ ス 部 門 ：早 急 に 制 度 化 し ， 要 員の 上

で も強化 す る 。

　 以 上 の よ うな 構想 ・提 案 に 私 は va くつ か の 疑 問 を もち ， ま た こ の 構 想 ・提 案

の 申か ら私 が 読 み と っ た こ の 構想 ・提 案 の 背景 に あ る 考 え方 ・間題 意 識 に 根 本

的 な 批判 を もつ の で ， 以 下 で そ れ を 述 べ た い 。 　　　　　　　　　　　　
’

　物 性 研問 題 の 1．と して は 私 が 要 約 紹 介 した 物 性 研 の 目的 は ， 鈴 木氏 に よ れ ば

厂物 性 研 5 分科会 幹事 会覚 書」 に 基 くもの で ある が ， こ こ で は物性 研 の 将来 の

方 向 を 専 ら物 性物 理 学の 学 問 とし て の 将来の 見通 し か ら導 き出 し て い る 。 こ の
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事 は必 要 な こ とで ある 。 し か し ， 物 性 研 が ， 物 性物 理 学 の 単 な る 総 合的 研 究 所

で は な く． 全 陶奨 同 利用 研 究 所 で あ る 以 上 ， 単 に物 性物 理 学 の 学 問 的 将来 とい
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「〆

う点 か らだ け で な く， 全 国的 な 規 模で の 研 究 体 制の あ り方 を 視 野 に入 れ て ， そ

れ と の 関 連 で の 共 同利 用研 究所 の あ り方 が 検 討 され な けれ ば な らな い 。 私 の 最

大 の 不満 は ，
こ の 後者 の 視 点 が 鈴 木提案か らは 完全に 欠 落 して い る （と私に 思

わ れ る ）点 に あ る 。 全 圏共 同利用 研究 所 と い う言葉 が 常に 一 応枕詞 と して は 澄

か れ て o て も ， 具 体 的 ・実 質的 な意 識 と して は ， 東 京大学 物 性研 究所 員 と して

の 問 題 意 識は あ っ て も， 全 圏 共 同 利 用 研 究 所 員 と して の 問題 意 識で は な い よ う

に み え る 。 　（そ の 片 鱗 は例 え ば ， 研 究 者組 織 の 項 で の 「他大 学 教富の 加わ つた

現 行の 人 事 選 考 協 議会 」 とい うよ うな 峩 現 に も うか が わ れ る 。 ） こ の こ と と ，

物性研 に つ い て の 提 案 が よ り一 般 的 な もの か らよ b 具体 的な もの へ と進む に し

た が い 次 第 に 保 守色 ・ 現 状 維持色 を 強 め て い る こ ととは ，
齢 そ ら く無 関 係 で は

な い で あ ろ う 。 重 点 分野 に 対 して 組 む べ き ， 数 年 単位 で 次 々 と更新 され る ， 研

究 者の 自発 的 な結 合 体 と して 「研 究 コ ア ーシ ス テ ム 」 を 提 唱 しつ つ f 他方教授

の 任 期 に つ Ut て は ， そ の 一 部 に 10 年 の 任 期に つ け る ， 或は 教 授 ・研 究 員 を 総

称 し て 所 員 と称 し つ つ ， 所 員会 へ の 参 加 は研 究 員 の 少 数代 表 と教授全 員 とす る

が ご と き 。

　 私 は ， 共 同 利 用 研究 所 閤 題 を 考 え る 場 合 ， 全 国的 な 規 模 で の 研 究 体 制の あ り

方 を 視 野 に 入 れ て 議 論 を 組 み 立 て ね ば壕 らな O と主 張 す る が ， そ の 際次 の よ う

な 点 を 特に 念 頭 に 知 か ね ば な らな い と考 え る 。

　 まず ， 学 問 の 問顳 と して ， 研 究 が 極限 的 な状況 （極低 温 ， 超 高庄 ， 強 磁 場 等

々 ）に み ける 物 質 の ふ る ま o の 追求 と い う方 向 に 進 ん で ゆ き， そ の こ と が 必 然

的 に 荘 置 の 巨大 化 と ． 研究 者 の 専 門化 ， 研究 分 野 の 細 分 化 ∵ 個 別 化 ・孤 立 化 を

生 み 出 して ゆ くが ， そ して そ の 中で ， 　 「装 置主 義 」 とで も呼 ぶ べ き傾 向 が 生 ま

れ ジ 人 間 が 装置の 運 転者 ・操 作者
踏

装 置 の 付属 物 と し て し か 位 置 づ け られ な い

・
と の う傾 向 が あ らわ れ て い る よ うに 思 わ れ るが ， こ の よ う な 傾向 は 果 して 科学

の 発 展 に と つ て プ ラ ス なの か 。
一 方で 装 置の 巨大化 は 必 然 的 で あ り， 他 屶で f装

置 主 義 」 的 傾 向は 克 服 さ る べ きだ とす れ ば ， そ れ を可 能 に ず る よ うな 研 究 体 制

は ど うあ る べ きか 。

　 研 究 体 制 の 問 題 は ， ま ず この よ
「
うに た て られ る べ きで あ つ て ， 「装 置主 義 」
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を 貫 徹し 実 現 す る た め の 研 究 体 制 論で あ つ て は な ら な い で あ ろ う 。 残念 な が ら ，

こ こ十 年 来の 科学技 術 振 興 ブ ー ム の 波 に 乗 っ て の 1目帝 大 物 理 教 窒 の 景 的拡 張 ，

’
” i

物性 研 究 の 大 都市へ の 隻 申 等 々 は ， こ の 「装 置 主 義 」 の 具 体 化 ・瑁 実 化 に 他 な

’
らず ， まだ 同 時 に そ れ の 理 実 的 進 行が 物 理 学 考 な い し物 性 研 究 者 の 意 識 の 中 に ，

自覚 的 で あ る と無 自営 的 で あ る とを糊
’
わ ず ， 「装 置 主 義 」 と で も よぶべ き思 想

を 培 つ て きだ； と私 に は 思 わ れ る 。 そ して ，

・
研突 体 制 を考 え る 場合 ， 特 に 現 在

の 体 制的科学の 流 れ に 批 判的 な研 究 者た ち が ． 現 在 の 科 学 の 流 れ に 直 覚 的 な 批

判 を もち つ つ も ， 明 確 な枇 判 的 視 点 を 確 立 しか ね て い る （か に私 に 見え る ） の

は ， 彼 ら の 内 に
「
あ る 鑛 意 識 的 な 「装 置 主 義 」 の た め で あ る か も知 れ な い 。 　 （他

方 ， 体 制 的科 学 の 主 流 は ， そ の 「装置 主 義 」 的 視 点 を ゆ る ぎ な く確 立 して い る 。 ）

こ れ は 幌え ぱ 進 歩 的 ・
反 体 舗 的 とみ ず か ら許 して い る で あろ う物性 若 手 グ ル

ー

プ も例 外 で は な く， か れ ら の 「地 方 大学 」 問 額 に つ い て の 討 論 （
“
物 性 若手 グ

ル ー プ事 務 局 ニ ユ ース
” t969 ． g 月 ）

ー

か ら もそ の 傾 向 は うか が わ れ る 。 す

な わ ち， 合年の 夏 の 学 校で の 討論 会 で 「地 方大 学 」．
’
に つ い て （こ れ を 一

つ の 討

論 テ
ー

マ とし た こ とは 進 歩 で あ ろ う） 「予算設 備の 貧 困 ； ス ダ ッ フ が 少 な ぐ義

務 が多 pm ， 等 々 の 中央 大 学の 較差 を な くす こ とが 緊急の 課 題 で あ る ．J との 指 摘

内 ， そ れ に 対 す る 「現 在 ， 物 性研 究 の 社会 的意 味 が 問題 に な っ て v る 。 地 方 大

学 で な ぜ 研 究 を 進 め な けれ ば な い か 。 な ぜ 較 差 は 悪 wo の か と い う問題 か ら議 論

す べ きだ 」 と の 意 見開陳1β1， そ れ へ の 「現 実 の 地 方 大 学 の 非 常 に 貧 困 な状 態 を

解 決 す る こ と が 先決 問題 で あ り， そ の よ うな 設 問は 問繧 を そ らす もの だ 3 等 々

の 反論◎が な され て い る 。 指摘   ， 反 論 ◎ に 私 は 「装 窗主 義」 めに お い を 嗅 ぎ

とる 。 私 は 再 三 「地 方 大学 」問題 を 議論 して きた がそ の 中で 常 に研 究者 の 意 識

の 問題 を 中心 にす え て きた 。 そ れ は 私 が 「地 方 大学 」 問題 は ， 全 体 と し て の あ

る べ き研 究 体制 の
一

環 とし て ； 全 国 的な 視 野の 中 で 位 置づ け られ る 必要 が あ り ，

そ の こ とに よ つ て 「地 方 大 学 」に 在 る ど否 ど を問 わ ず， すぺ て の 研 究 者 に と つ

て 白分 自身 の 問題 と して 考 え られ る べ きだ と考 え る か ち で あ 凱
・
ま た ， 文部 省

の 旧 帝大申 心 主 義 の 文 教政 策 が 較 差 と 「地 方 大学 」 の 質 的
’・量 的貧 困 を 産み 出

して きて い る とは い え ， 車な る 較 差 是 正 ド 貧困 か らの 脱 出だ けで 厂地 方 大 学 」

問題 が解 決 さ れ る とは 思 わ な O か らで ある 。

’1か っ て 私 は ，・ 「地 方大 学 」 が 日 本

の 研究 の 中 で 如 何 な る 意 義 と役 割 を もち う る か と 自 問 し ，　 「日本 の 高等 教 育 に
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お け る 物 理 教 育 の あ り方 の 問題 ， そ れ へ の 専 門物理 学者 と して の 責任 の 問 題，

高 等教育 の 申で の 研 究 と教育 と の 相 互 連 関の 問 題， 研究 の 大 都市 へ の 集 中が 生

み 出 る 歪 み の 問題 ， 研 究の 大 都市 集 中の もつ 意 昧等 と関 連 づ け る こ と に よ っ て

の み 「地方 大学 」に 澄 け る 物性 研 究 の 意 義 は 明 らか に な る の で は な い か と い う

気 が して o る 」 と書 い た （
嘸

物 性 研 究
” 11 　 446 　 （1969 ， 5月））。 そ の

時 に は ， ま だは っ き りとは つ か み か ね て い た が ， 日本 の 科学研 究 の 中 で 「地 方

大学 」の 果す べ き役 割 を ， 「装 竇主 義 」 に 対抗 する もの と し て 積 極 的 に と らえ

返 す 必 要が あ る と思 わ れ る 。 反 「装 置主 義 」 をつ らぬ く とい う点 に ， 研究 面で

の 、「「地方 大学 」 の 積 極 的 意 義が あ りう る と 思 わ れ る 。 勿論， 反 「装 置 主 義 」を

「反 装 置 」 主義 と誤 読 して は な らな い 。 「地 方 大学 」 は 貧困 で あ つ て よ ろ し O 。

装 置 は 安 物 で あ っ て も よ ろ し い と O うこ とで は lt　O 。 そ れ 以 前の ，研 究 者 の 研

究 に 対 す る 姿 勢 の 問題 な の で あ る 。 反 「装 置主 義 」 の も と で の み装 置 は 生 きる 。

r地 方 大 学」 は 反 「装置主 義 」 をつ らぬ きつ つ 貧困 か ら脱 出 し ， 旧 帯 大以 上 に

立 派 な 装 置 を もつ べ き なの で あ る 。 意 見（B｝は ， 「地 方 大学」 の 閾顯 を 全体的 な

研究体 制 の 中で 位置 づ け よ うとす る 意 図 が 見 られ る と w う点 に お い て ， 指 摘鱒 ，

反 論 （q よ りは 積 極的 な面 を も っ て es る が ， そ の 問題 意 識が 「地 方 大学 で な ぜ 研

究 を進 め な け れ ば な ら な い の か ， な ぜ 較 差 は 悪 い か 」 とい う形 で 提 起 さ れ る こ

と に よ っ て ， 問 題 提 起 者の 内 部 に あ る 差 別意 識 を露 呈 して の る 。 「意 見网 に は

2 通 りの 意 味 が あ る 。 1 つ は 地 方 大学 の 教 育 の うらずけ とし て （政 府の 文 教政

策 の 意 味 と して で は な く） の 研究 の 必 要性 。 他 は 地 方 大単 を 中央の レ ベ ル ま で

高 め た と し て も ， 多 くの 矛 盾は 中 央大 学 に もあ り， た だ 高 め れ ば よ WO とい う問

懸 で は な O 。 そ れ は 研究 の 中央 集 中 化 ． 研 究 の 片 寄 ， 受 け 入 れ られ や す ve　6 の

に 集 中す る と yt う弊 害 を うむ 」 と ve う註 釈が つ け られ て n る が ， こ の 註 釈 に 黔

O て も ， 「地 方 大学 」 で の 研 究 の 意 義 は 研 究 独 自の もの と して で は な く， 教 育

へ の 付 属 物 としか と らえ られ て 知 らず ， ま た 較差 の 是 正 に ρ い て も ， 「中央 の

レ ペ ル ま で 高め た と して も ， と い う想 定 しか な さ れ ず ， 「中央 大学」 の （相 対

的 な ） 量 的 豊 か さ が ， ま さ に 支配 体 制 の 科学 技術 振 興 ブー ム の 波に 乗 る こ とに

よ っ て 達 成 され ， 澄 そ ら くそ れ 故に 指 摘され る よ う な 数 々 の 歪 み を 伴 う もの と

な つ た で あ ろ うこ と， 他 方 「地 方 大学 」 の 較差 是 正 の た た か O は 体 制 の 流 れ に

抗 し て 行 わ れ ね ば な らず （そ れ 故 ， 実現 の 可能性 は 大 して 期 待 さ れ な い ） ， 従

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2220 ’一

重

cr

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Bussei Kenkyu

NII-Electronic Library Service

Bussel
．
Kenkyu

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 特 　集

つ て 「中央 」 とは ちが っ た 方 向 に 発 展す る 可 能性 の あ る こ と ， 「申央 」 を 質 的

に 超 え て 新 し の 方 向 を 切 り拓 くか も知 れ な い 可 能 性 （そ して ， こ の よ う な 可 能

性 は 「地 方 」 に し

’

か 残 さ れ て い な い の か も知 れ な い ） に つ い て は 全 く思 い 到 つ

て い な n 。 （こ れ もま た 「装 置 主 義 」 の 一 つ の あ らわ れ で あ ろ う 。 ） こ の よ う

な 無 意 識 的 な差 別 意 識 は 研 究 者 の 間 に か な り蔓 延 して い る と私 には 思 O れ る 。

鈴 木氏 の 所論 に 澄 い て も， 共 同 利 用 研究 所 の 一 般 論 の 所 で ， 「全 国 の 主 票 大 学

は ， 然 る べ き全 国 的審 議 機 関の 議 を経 て 特 長 あ る 「共 同利 用 研 究 所 」 を もて る

9 うに し … ・・」との べ られ て O る 。 こ こ
．で

い う主 要 大 学 と は お そ ら く旧帝 大 な

い しそ れ に 準 ず る大 学 を念 頭 に 診 い て o る の で あ ろ うが ， 共 同 利 用 研を もて る

の が ， 何故 主 要 大 学 で な け れ ば な らな v “ の か 。 反 「装 置 主 義 」 的 見 地 か らは ，

む し ろ 主 要 な らざ る 大 学 に こ そ 共 同 利 用 研 が 付 置 さ れ る べ きで あ ろ う。

　 以上 私 は ， 共 同利 用 研 問 題 を 考・え る 際 に は ， 第 1 点 と し て ， 全 国 的 な 規 模で

の 研 究 体 制の あ り方 を 念 頭 に お くべ きだ と主 張 し て ， そ れ に つ い て の 私 の 考 え

を 述 べ て きた 。

　 第 2 点 と し て 指摘 した の こ と は ， わ れ わ れ が 共 同 利 用研 問 題 を 考え る と き ，

す ぐに現 に あ る 共 同利 用 研 ， 即 ち物性研 ， 基 研 の 問 題 と して ， 物 性研 問 題 ・基

研 問 題 に 個別 化 ・局 地 化
・矮 小 化 さ れ て し ま っ て ． そ の 枠 に は ま らな い 「共 同

利 用 研 問 題 」 を 論 ず る場 所が な か な か 無 い と O う傾 向 につ い て で ある 。 物 性 研

・基 研 が 発 足 した の は そ れ ぞ れ 12 年 な yt　L　16 年前 で あ り ， そ の
1

当時 と 比 べ

て ， 共 同 利 用研 の 外 に ある 研 究 機 関 の 設 備 ・研究 条 件は ， 特に 旧 帝 大 を 中 心 に ，

物 質的に は 大 巾 に改善 され て きた 。 他 方 ， 地 方に も小規 模 な ， 物 質 的 条 件 に 澄

o て は 恵 ま れ て o な い 研究 機 関 が 生 ま れ て きて ve る 。 共 同 利 用 研発 足 時 の 状 況

と は 変 っ て い る の で あ る 。 こ の と き ， 既 に あ る 共 同 利 用研 の イ メ ー ジ ， 既 に あ

る 共 同利 用研 の 運 営 の 慣 習 に拘 束 さ れ る こ と な く， ある べ き共 同 利 用 研 の 姿 を

考 え る こ とは 積極 的意 味 を もち うる で あ ろ う 。 私 か ら見れ ば ， 「共 同 利 用 」 の

対象 と な りう る研 究機 関は 既 存 の 共 同利 用研 究 所 だ け で は な い 。 共 同 利 用 研 だ

け に 限 定 さ れ な い 自由 な 「武 者 修業」 と共 同研 究 を 可 能 にす る よ うな制度 一

多額 の 旅費 と若干 の 研 究 費 と を もち ， 固有 の 研 究機 関 を 持 た な い ． ve わ ば 「幻

の 共 同砺 究所 」
一 が あ っ て ほ し O ， と今 私 は 考 え て い る 。

　物 理 学 会の 年 会 ・分 科会 の た び に 集 ま りを も っ て い る 「地方 大学 」 懇談 会 は ，
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近 い うち に 「地 方 大学 」物 理 教 室 の 実 体 調査 を や り， で きた らそ れ を 白書的 な

もの に ま とめ た い とve う計 画 を も っ て O る 。 そ の よ う な実 体 調 査 に も とつ い て ，

「地 方大 学 」

層
懇談 会か らや が て ， 共 同 利 用 研 に つ o て も ， も っ と具体 的 ・積極

的 な 提 案 が な され る で あ ろ ．う 。

物 性 研 の 存 在 理 由 は 何 か ？
掌

「大学 改革 と物性研 にっ い て （鈴木 平氏 羅へ の 批判
o

東北 大理 物 理 長 谷川 正 之

　 ま ず 始 め に物 性研 の 主 要 目的 は 何 か と い うこ とに つ い て 考 え て み た い と 思 の

ま す 。 創 立 時 の 設 立趣意 書 に よ れ は ， 物 性 研 の 使 命 は 「全国 共同 利 用 研 究 所 の

役 割 りを 果 す べ き こ と」 ， 「高 度 な 基 礎 研 究 を 総 合性 を も つ て 強 力に 推 進す べ

きこ と」 と な っ て い る 。 そ して こ れ ら は 「 2 本 の 柱 」 と して 物性研 究所員 が 常

に 銘 記 す る と こ ろで あ る ？ と云 わ れ て ve る 。 漠然 と読 む と も っ と もだ と 思 の れ

る こ れ らの 精 神 は 現 在 で は 一
体 ど うな っ て O る の か ， ま た 果 して そ の よ うな 精

神 を 掲げ た 研 究 所が 今後 本 当 に 必要 な の か
， 既 成事 実に と らO れ な い で 考 え て

み る 必 要が あ る と 思 い ま す 。

　 第 一 に 物 性研 の 「共 同利用 」は 何 を 意 味 す る の か と の うこ とで す 。 全 国の 恵

ま れ な い 研 究 者 が 基 礎研究 （高低 度， 総 合 性は と もか くと し て ） を 行 うの を 助 、

け る
「
た め の サ

ー
ビ ス を意 味 す る の か ， そ れ と もと に か く上 記 の 2 本の 柱の 第二

点 を 物 性研 が 主 体 と な っ て 遂 行す る の を 助 け る た め の 単 な る補 助 機構 を 指 す の

か ， あ る い は も っ と多様 で 高尚 な精 神 を 意 味す る の か ， 物 性研 の 共 同 利 用 に 関

して は こ れ らの サ ー ビ ス と単 な る 補助 機構 と の 間 を ふ らふ らして o る の が現 状

で は な い か と思 わ れ ま す 。 鈴 木所長 に よ れ ば 「共 同利 用 研 と して の 物 性研 を い

ま 一 度 根本 か ら検 討 し直 した 上で 再 出発す る位 の 気慨」 で 標題 に つ い て の 見解

を 表 明 され た と O うこ とで す が ，
こ の 共 同利 用 とO うこ と に関 して 現 状 を 分 析
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