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は じめに

　論座 5 月号 に京都大学事務局長本間氏の 論文 「国立大学に 経営力を」が 掲載 され た ．論

座の 出版社で ある朝 日新聞に も好意的に取 り上 げられ 、大学の 経営力の な さと教官の 無能
さが 広 く喧伝 され るこ とに な っ た，本間氏の 主張は大学改革 に対す る善意 と強い 信念か ら

な され た もの と思われ 、率直な意見の 表明は 大学改革の 国民的な議論に と っ て 、大変貴重

な もの で あ る と思 う．現在 の 文科省 主導に よる大学改革の 問題 点 を 自ら具体的に 表現 した

もの で あ り、広 く検討され るこ とに よ っ て
， 大学改革に貢献す るで あろ うと考える ．私 も

本間氏 の 言 う 「忙 しい 教官た ち」の 一
人 として あま り関わ りた くな い が 、 現在の 大学改革

に は多 くの 問題点が あ るこ とを広 く訴える機会とな る こ とを期待 して 意見を述べ た い ．

　私は以 前、山口昌也先生 の 大学の 使命 に つ い て の お話し を本誌
1
に書 い た と思 う．生 態

学を数理モ デ ル で研究 され て い た先生は 自分の 学問 で は競争 （Competition）は生物 を滅ぼ

すこ と
， 最近は役にた つ と言 う実用性が 強調 され るが 、 船底に 詰め たバ ラス が 船を安定に

保 つ の に 必要 な よ うに ，数学は社会が 正 しい 姿勢を保 つ の に 必要な の だ と強調 され た ．そ

の 後 ま もな く、お元気だ っ た先生が 突然他界され た ．　「競争的資金」が 強調 され る現在 ，

改めて 「競争」に つ い て考えて み たい ．

1　 「知の 時代」は全ての 前提か

　本間氏は 21 世紀は 「知の 時代」で ある とい われ る として 、冒頭に それ を前提 と して 議

論 を進め られ る ．　 「21世紀は 、 最先 端か つ 独 創的な知識 ・技術が 産業 と社 会 を先導する 」

と言われ るが
， 本当に 絶えざる技術 開発競争無 しには 日本や世界は発展 し ない の か ．技術

開発競争で 世 界の 人 々 の 平和 と幸福は 得られ る の だ ろ うか ．御存知の ように 大学の教育 は

全て を批判的に検討 し，疑 う所か ら始 まる の で ある．それ ゆえ 、 本 問氏 の 断定的な議論 は

出 だ しか ら，大学の 教育理念 にそ ぐわ ない 進め方で ある よ うに思 う．　 「知の 時代 と言 われ

る 」とは 誰が ど の よ うな根拠で 言 っ た の かが 明確で な い
。 に もか か わ らず客観的な事実で

あ る よ うな 印象を与える危険な記述で ある ．
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本間政雄さ ん の 論 文 を読 ん で

　こ うして 、 本間氏は現実の 大学の 目的 や学力低下や研 究者養成の 問題点の 真の 原因を と

わ ず、 い きな り， 「知の 時代」で ある として
， 最先端か つ 独創的 な知識 ・技術が 産業 と社会

を先導す る と言 う前提か ら出発する ．

　しか し、現実の 社 会は 、産業の 空洞化の もとで バ ブ ル が は じ け失業率は増大す る一
方で

あ る．我 々 は 技術 の 発展 を無条件 に 善として 科学技術 を発展 させ て きた ．しか し 、こ れ

だけ科学技術が 進歩 した に もか かわ らず ， 人々は安全な生活を得るこ とが で きない の で あ

る 。 世界の 人々は大量生産大量消費に 基づ くこ れ まで の 生 活を見直そ うとして い る ．また 、

科学技術の 発展は核兵器 や農薬 、環境ホ ル モ ン 、地球温 暖化等の 問題 として 今世紀の 重要

課題 を もた らして い る．人問が 自然破壊 をしなけれ ば地球は もっ と安定した もの で あ っ た

はずで 、全て 人間に よる科学技術 革命が悪の 根源で ある と言 う人 もい る程で あ る．一
時的

に最先端技術で 競争に勝ち、輸出を増大 して もすぐに次ぎの 競争が 待 っ て い る．後に も述

べ るが 最先端技術 に よる市場競争原理は行き詰まっ て お り、21 世紀は全人類の 協力に よる

「共生」が 基本理念 として 広 まりつ つ ある，したが っ て 、本間氏が 機械的 に引用 した冒頭の

前提が誤 っ て い るの で ある ．こ れが行政的な思考の 限界を示す もの で あ り， 現実の 生 きた

社会の 研究の 厳 しさを示すもの で ある ．昨日、真理 と思 えた こ とが今 日は古 くな り，21世

紀 を見 渡 して 「知の 時代」と簡単に い うこ とはで きな い ．私は 「競争」か ら 「共生」の 時

代 へ と導 くこ と無し に人類の 未来は築 き得な い と考えて い る ，

2　 大学に 教育の 理念は ない の か

　本間氏は戦後の 大学改革の 基本理念は 「教育の 機会均等 、 民主社会 を支える教養と良識

を も っ た市民 の 育成 、産業社会を支 える高度専門人材の 育成」で あ る と言 う．そ して
， 現

在は 「グ ロ
ーバ ル な経済競争が 激化する 中で

，

一
般教養 、 外国語 、情報 リテラ シ

ー
、 専門

知識 ・技術 につ い て 実践的か つ 高度な能力を身に つ け るこ とが 求め られ て い る 」として い

る．こ の こ とか ら現在の 本 間氏の 大学の 基本理念は市場原理で 競争に 勝ち残る先導的技術

を開発し 、 教育で きる大学 とい うこ との よ うで あ る 。
こ れ はか っ て の 戦争の 代わ りに 経済

戦争 に大学を動員 し ようとする もの で ある ．しか し ，
こ れ は 世界全体で 見 る と何の 解決に

もな らな い ． 市場 競争 とは 勝者が あれ ば一
方で 敗者を前提 とす る もの で あるか らで ある ．

特定の 国の 利害を離れれば 、 勝 つ の も負ける の も人類の
一

員であ り， 競争の ため に無駄な

エ ネル i
’
　
一一を浪費する事に な る ．

　現在 、 文科省の 言う競争的資金の 充実は勝者と敗者の 差 をい っ そ う拡大す る政 策で ある ．

しか し ， 平等や 人権の 観点か らは弱い もの こ そ い たわ られ ，援助 され るべ きなの で あ る．

そ して 個性豊な大学の 広範な基盤の もとで 相互協力 に よ っ て わが 国の 教育 と研究が進め ら

れ るべ きな の で ある ．

　本 間氏は 「国立大学に は 、多 くの 場合 、大学として 果たすべ き明確な理念が 欠如 して お

り， それ を具体化する た め の 戦略は往々 に して不 在で あ る」と して い る ．少 し ， 歴史を知

る 人な ら， 大学の 自由度 を制限 し ， その 理念 を失わせ る よ うな政策が 旧文部省に よ っ て 追

求 され て きた こ とを良 く知 っ て い る ．例えば 、 学者の 国会 と言 われ た学術会議は学問や社
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会の あ り方に対 して 何度 も勧告 して きた 。 その 学術会議 とその 提案を軽視し，文部省の も

とに 作 っ た学術審議会の 意見を優先 させ る 政策が長 く追求 され て きた．同時に教育の 理念

を定め た教育基本法を無視し ，
わ が 国に は教育の 理念が な い か の よ うな主張が 意識的に な

され て きた よ うに思 う．戦後の 教育改革の 理念は教育基本法に 明記 され て い る こ とは 良 く

知 られ たこ とであ る．そ こで は理 念が 次ぎの よ うに 記述され て い る．長 い が 引用 しよ う．

　 「我々 は さ きに 、日本国憲法 を確定 し、民主的で 文化的な国家 を建設 して ， 世界の 平和

と人類の 福祉 に 貢献 しよ うとする決意を示 した．こ の 理念の 実現は 、 根本にお い て教育の

力に まつ べ き もの で ある ．われ わ れは 、個人の 尊厳 を重ん じ 、 真理 と平和 を希求する 人 間

の 育成を期する とと もに 、普遍的に して しか も個性豊かな文化の 創造をめざす教育を普及

徹底 しなけれ ばな らない ．」

　こ の 前文の もとに第 1条で 教育の 目的として 「教育は 、人格 の 完成 をめざ し
， 平和的な国

家及び社会の 形成者 として 、真理 と正義を愛し，個人の 価値を尊び 、勤労 と責任 を重ん じ 、

自主的な精神に み ちた心 身ともに健康な国民の 育成を期して 行なわ れ な けれ ば な らない ．」

　第 2条で教 育の方針 と して ，「教育の 目的は あらゆ る機会 、 あらゆ る場所に お い て 実現 さ

れ なければ ならない ．こ の 目的を達成する ため に は 、学問の 自由を尊重 し， 実際生活 に即

し ， 自発的精神 を養 い
、 自他 の 敬 愛 と協力に よ っ て 、 文化の 創造 と発展 に貢献す る よ う努

めなければな らない ．」

　 「第 10 条 （教育行政 ）教育は 、 不 当な支配 に服 す るこ とな く、 国民全体 に対 し直接 に

責任 を負 っ て 行 われ る べ きもの で ある ．教育行政は 、 こ の 自覚の もとに 、 教育の 目的 を遂

行す るに必要な諸条件の 整備確立を目標として 行なわれ なけれ ば な らない ．」

　以上 を見て 分か る とお り， 戦後 の 教育の 基本理 念は 「世界の 平和 と人類の 福祉 に 貢献」

す るため に教育の 力 を信 じ ， 真理 と正 義を愛す る 国民 を育て る こ とで ある ．本 間氏の 説明

は世 界や 人類 と言 う観点が 無視 され ， 代わ りに 「産業社会 を支える高度専門人材の 育成」

が 入れ られ て い る．教育基本法の 基本的人権の 尊重 と人類性 ・国際性は現在も生 き生 きと

した輝 きをもっ て い る 。
こ の よ うな教育基本法の 理念が ゆが め られ

， 大学もまた ， 社会に

対する責任を忘れ ， 行政 と
一
体とな っ て

， 薬害 エ イズ や公害問題等にお い て 、国民の 苦 し

み を無視 し
， 敵対す る こ とさえあ っ た こ とは謙虚に 反省 しな ければ ならな い ．

3　 競争原理 は正 しい の か

　 「「親方 日の 丸」と揶揄 され 、 競争原理 の 欠如が批判 され て きた国立大学…
」と当然の よ

うに 競争原理 が善で ある として 議論を進め て い る．旧帝大の 先生 や 大企業の 人の 中には地

方の こ とを知 らず ， 地方大学の 教官は遊ん で 給料 を貰 っ て い る よ うに 言 う人が い る ．これ

は とんで もな い 誤解で ある ．私 の 経験で は 地方で は大学院生の よ うな協力者 もな く
一

人で

黙 々 と研究 して い る人が 多い ．私は幾人か の 地方大学の 人と共同研究をして い るが 、 良 く

出 きる真面 目な人が 多い ．む しろ 地方大学を活性化 させ る予算と全国的な交流が 必要 で あ

り， 競争で 脅 して 切 り捨て る こ とで は な い ．

　本 間氏の 議論で は 競争的環境が 必要だ として 競争が 至上命令 とされ る ．21 世 紀 COE に
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して も校費が 減 ら され
， 論文の 出版費や学会旅費が不自由に な りつ つ ある現状で は 、 大学

の 教官は不本意なが ら、応募 して ポ ス トと研究費を得る努力をす るもの と思われ る ． しか

し ， 本来対 立 の な い とこ ろ に わ ざわ ざ対立 を持ちこ む もの で あ り， さあ ， 競争だ と言われ

て もとまど うば か りで あ る．外国との競争に も違和感が あ る． 自分 も外国に留学し世話に

な り、 後に 留学生 を受け入れ 、共に研究 して きた過去の 経験か ら見て
， 協力して 研究すべ

きもの で あ り，競争すべ き必然性が ない の で ある 、

　私達の よ・うな基礎科学の 研究者は ど うして も市場競争の原理 に なじめな い の で あ る．こ

れ を本間氏は 「大学の 経営能力 、決断力の な さ」として 非難する ．しか し、現在ま さに大

学に 求め られ て い るこ とは地球上に 平和 を もた らし，全て の 人 々が 安心 して 暮 らせ るため

の 指針で は ない の か 。 どの よ うに して 人類の 平和 と幸せ を築くべ きか は大学で 研究 し ， 世

界の 人 々 に 提起 し
， その 方向に 向けて 若い 人々 を教育する こ とこ そ 、教育基 本法の 言 う大

学の 使命で あ る．逆 に 市場原理 の 競争原 理 に基づ く世界は 、国際企業の 横暴に世界 を委ね

る こ とであ り， 飢餓 と貧困を拡大し 、世界 を不安定に する ，これが グ ロ ーバ リゼ ー
シ ョ ン

として 世界各地で 批判 され て い る 問題で あ る．それ を過去の もの として 、世界入類の 「共

生」を 目指すべ き時代が 来た の で ある ．こ れ こそ教育基本法の 目指す基本的な方向であ る．

　我々 大学教官の大多数は競争の ため に研究 して い るの で はない ．分か らない こ と
， 不 思

議なこ とが ある の で その 謎 を解 きたい が ため に研究 して い る の で あ る．我 々 はその ため に

は外 国で あれ ，
ど こ で あれ ，誰に で も協力を仰ぎた い ．例えば 、 環境ホル モ ン は人 類の 未

来に い か な る影響 を与え ， 今 ， 何をなすべ きなの か ．その 解決の ため に 世界 中の 人 た ちの

協 力が 必 要で はな い の か ．

　競争的資金で ある 21世紀 COE の 問題点の 1 つ はその 評価の 基準で あ る．現実に 運用 さ

れ て きた競争的資金の もとで 、 外面的な評価とそれ に 迎合する誇大宣伝を招 き、研究 と研

究者の 質の 低下 を もたらして い るこ とが 危惧 され る ，有名雑誌 に載せ る こ とが 優先 され そ

の 真偽が 注 目度 よ り軽視され る ．極端に言 うと間違 っ て い る か もしれ ない が 面 白い 内容が

重視 され ， 掲載され る こ とが 目的とされ る．実質よ りも宣伝が 重視され る傾向は若い 研究

者層 を当惑 させ
， 真偽の 判 断基準 をあ い まい に させ て い る．本 間氏の 「知の 時代」に 表向

き反論が な い の と同様 、 経済界や特に文科省に 沿 っ た範囲で しか主 張で きな い か ら， それ

以上の 真偽は考えない の で ある ．真理で ある必要は な く、 と りあえず ， 競争的資金 の あた

る テ
ー

マ で 気の 効い た研究が 出 きれば 良い の で ある．これ で は未来 を担 う若い 力の あ る研

究者は育た ない 。こ の競争的資金 の 反動はい ずれ 将来若い 指導的研究者の 能力の 低下 と し

て 現れ るで あろ う。

　さらに 、第三 者評価に よる競争原理 の 導入 を当然の こ との よ うに本 間氏は主張され るが 、

競争の 中で 人類的な視野 と弱い 人に 対する人権の 尊重 、 尊敬をは ぐ くむこ とは 難 しい こ と

で ある ．研究は 人 間が 行 うもの で あ り， 研究に はそ の 人の 人格が表れ る．競争 に追 われ 、

自己の 利益 に こ だ わ る人 には大 きな課題 をみ つ ける こ とは難し い ．研究におい て 、外国の

留学生で あれ 、日本 人で あれ
， 若い 人が 追 い 越 して い くこ とは教育の 成果 として うれ しい

こ とで ある ．

　この よ うに 考え る と競争原理 は教育基本法の 「自他の 敬愛 と協力に よ っ て
、 文化の 創造
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と発展に 貢献する よ う努めなけれ ば な らな い ．」に 反するの で は な い だ ろ うか ．それ の み な

らず ，
21 世紀の 人類の 、地球上 の 全 て の 生物の 「共生 」とい う基本理念 に反 した古い 時代

遅れ の 理念で ある．

4　研 究 ・ 教育と運営を分離して 良い の か

　本間氏の主張の 重点は次の 点で ある．　 「大学は教育研究機関で あ り，主役は教 官であ る．

しか し、教官は研究業績に よっ て 採用され ，教育と研究を行 うこ とに よ っ て 評価 され ， 給与

を受け、社会的 に尊敬 を得て い るの で あ っ て
， 管理 能力や経営判断能力が 評価 され て の 事

で はない ．」とい う。 これ こ そ本 間氏の 主張 した い こ とで ある ．大学教官は経営 の 素人だ か

ら 、分離して民間的経営に 長けた文科省派遣の 本間氏の よ うな人に任せ う とい うの で あ る．

しか し ，
こ の 主張に 本 間氏の 無理解 と文科省の誤 りが 良く現われ て い る 。教官が 主 と して

研究能力に よ っ て 評価 され るの は研究 と教育が 不可分 で あ るか らで あ り， 研究が で きない

人で は創造的な視点か らの 大学教育を行な うこ とが で きな い か らで ある ．同時に 大学の 運

営 にと っ て も研究と教育の た め に 運営が なされ る以上 、 研究 ・教育に 理念と見識 が なけれ

ば 運営が で きな い か らで あ り、 その 意味で 運営におい て も当然教官が主役で ある べ きな の

で ある ．逆に い えば
、 研究や教育に 理念 と見識が な くて は未来を担 う大学教育や運営は行

ない 得ない ．それ を 現在の 市場競争の原理か ら
， 「民 間的発想の 経営手法の 導入 」に よ っ て

行 うの はずい ぶ ん乱暴な方策で ある．研究 と教育を目的として 行な うべ き運営 をそれ らか

ら切 り離 し
，

運営だけが 市場原 理 に基づ い て 行なわ れ る の で ある ．こ れで は大学の 混乱は

避 け られ な い ．これ を証明し て い るの が本間氏 と文科省が進 め る競争的資金の 強化で あ り，

古 い 「競争」に 基づ く政策は 「共生 」を遅 らせ 、研究
・教育を停 滞 させ 、国際関係 を壊 し

，

人類の 不幸を もた らす もの である．この よ うな混乱を防ぐため に教育基本法 10 条は教育

が 時の 政府の 干渉を排 して 直接国民に対 して 責任を持 っ て 行 なわれ る べ きで あ る として い

るの で ある．こ れ を無視 した結果が 、大学の 管理の 責任ある地位の 人々 が教育 ・
研 究 と管

理 の 板ば さみ にな り、右往左往する原 因で あ り，文科省が 招来した もの で ある．そ して 本

間氏が 身 を持 っ て 示 した よ うに 将来 を見通す 見識 と理念無 しに古い 理 念 「競争原理 」に 基

づ く大学運 営は時代 と世 界の 流れ に 逆行 し
， 大学の 停滞 と危機 を よ りい っ そ う深め る もの

で ある．

5　 お わ りに

　現在の 大学に 見 られ る教育研 究の 危機は どの よ うに解 決 され るべ きなの か ．私は まず，

危機の 原因を明 らか に しなければな らない と思 う．い ろ い ろ な調査が 示 して い る よ うに学

力が すで に小 学校か ら落ちて い る とする と初等教育か ら問題に しな ければ な らない ．大学

全体 と して この 重要な教育の 問題に取 り組んで い か なければな らな い ．こ こ で 私が 問題に

したの は 理念 的 な側 面で あ り， 具体 的な方策で は な い ．し か し，「競争」か 、「協力」か は

根本的な理念 の 違い で あ り， 教育の根本に 関わ るこ とで あ る．私が 夜間 の 短大で 教 えて い
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競争と共牛一本問政雄さん の論文を読んで

た頃 、 学生の 学力差 は大きか っ たが 、 で きた学生が で きない 学生 に説明して くれ る とい う

「協力」に よ っ て 大 い に助か っ た経験があ る，大学 も個 々人に分解 して責任を問 うの で はな

く、 研究が 社会的にな っ たか らには組織的に 運営 され 、 組織の 責任が 追求され るべ き もの

で ある．個 入 として は不完全で も補い 合 っ て 全能とな る．

　大学院重点化は大学問格差 を拡大 し、地方大学の研究条件を悪化 させ た ．その 結果 、 日

本の 学問研 究の 基盤を狭め るこ とに な っ た．優れ た学生は研究条件 の 良い 東大 はじめ 旧帝

大に吸収され る事に な っ た ．折角育て た学生 が重点化した 大学院に吸収 され 、 地方大学の

学生 ， 教員 と もに急速に 活気 を失 っ た 。 しか も， 大学院大学で は十分な大学院教育をす る

指導者が 不足 し、有能な大学院学生 を潰 して い る例が 見 うけられ る 。 先 に述べ た競争的環

境で 勝 っ た 人が 大学院大学の 教官ポス トを占め
， 大学院生 を手足 としか 考えな い 人が 多 く

な っ て い るか らで ある ．学生は先生の 成果の ため に生 き残 りを賭けて 競争させ られ る の で

ある．研究者の 個性は様 々で ある．手の 早い 人や遅 い 人が ある．遅い が個性が ある人 は育つ

暇が な い の で あ る．そ の 結果、外国の真似を早 くで きる入が勝ち残るこ とに な りか ね ない ．

　教養部の 廃止に よ っ て 不十分で も行なわれて い た
一

般教育が 減らされ 、大学は単科大学

の 集合体に な っ て し まっ た ．その ような大学で は教官 自体の視野が狭 くな る．外国文学や

文化を楽し む語学で な く論文を書 くための 語学とな る．

　大学は こ の ような流れの 中で 自らの 教育の 問題 をは じめ 、社 会に対する大学の 責任 とし

て 積極的に発言し行動するこ とが なか っ た． 自らの 大学の 改革に対 して も積極的に 意見 を

述べ ず ， 自己の 周 りの 当面 の 利 益の み に 執着 して きた ．大学が 未来 の 知性 を代表する機 能

をな くして 現状に 追随する存在に な っ たの で ある。こ れが 文科省に よ る大学支配 を許して

きた もの で あ る．大学は もう
一

度 、 直接国民の 悩み ，苦 しみ に 応 え る大学 として 庶民 の た

めの 大学に 戻 るこ と， 学生 ・
父兄や 税金 を払 う勤労者の た めの 大学となる こ と無しに は生

き生 きと した 知性 を回復す るこ とはで きない の で は ない だ ろ うか ．

一 617 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


