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大学の状況変化

一

般教育学会 で 吉村先生 と深沢先生 に お会 い し､ 本

学に 講演 に 釆 て ほ しい と の こ と で した ｡ 喜ん で 伺わせ

て い た だきま した ｡

少 し前 で した ら､ こ の ような席 は 無く ､ 大学問題な

どをや っ て い て も全く生活 は成 り 立 ちませ ん で した ｡

私 は ､ 大学院 に 7 年間お りま した が ､ そ の 間
一

度も

就職 で きま せ ん で した ｡ 変' り て い に 言 え ば結婚 で 食べ

て おりま し て ､ 妻 が働 い て ､ 私 は 半失業状態 に あ り ､

完全 な浪人生活を 1 年半や っ た 後 で ､ よう や く 財団法

人野間教育研究所 と い う講談社立 の 研究所 に勤 め る こ

とが で きま した ｡ 本 日 は 随分お若 い 方が お見 え に な っ

て い る の で 大変うれ しく思 っ て お ります が ､ 私 が 講談

社に お りま した 頃 に爆発的 に売れて い た の が ｢ 少年 マ

ガ ジ ン+ で ､ 刊行部数が10 0 万部 に 達 した 時 で す｡ 月

に4 0 0 万部売れて ､ 革命的だと言われ た もの で す｡

そ こ に10 年間お りま した が ､ そ の 間 に起き た の が 大

学紛争 で した ｡ 私 は 大学間題 を専攻 して い ま した の で ､

大学 に い た ら相当苦労させ られ た と思 い ます ｡ と こ ろ

が ､ 幸 い に も研究所 に い た 間 に紛争が過ぎて しま い ま

した ｡ そ れ以降 は様子 が 変わ っ て ､ 19 70 年代 の 半ば位

か ら､ 逆 に 就職 口 が沢 山 あ る よう に な りま した ｡ 大学

間題をや っ て い る方 に 来 て い た だきた い ､ と言われ る

よう に な っ た の で す｡ で 私 は初 め て 大学 の 先生 と して

立 教大学 に 赴任 した わけ で す｡ 7 4 年 で した｡ 立 教大学

には7 9 年ま で お り､ そ の 後､ 13 年半東大に お りま した ｡

そ して ､ 東大を辞めた後また立教に 帰 っ て きました｡

帰 っ て きま した ら､ 全学共通カ リ キ ュ ラ ム 運営 セ ン タ
ー

部長 と い う仕事 が 回 っ て き て ､ 今 カ リ キ ュ ラ ム 改革 に

きりきり舞い させ られて い る と こ ろ で す｡

こ の 間､ 日本 の 大学は 本当に 変わ りま した ｡ 何 が変

わ っ た か ｡ 今思 い 出 し て み る と19 7 4 年 と い う年が 一 つ

の 区切 り だ っ た の で す｡ 既 に 大学紛争 は終わ っ て い た

ん で す が ､ こ の1 97 4 年に 高校進学率が80 % を超 え た の

で す｡ こ れは 非常 に 大き い こ と で す｡ 中卒者が 圧倒的

に少数者 だ と い う こ とに な っ た 年 で す｡

5 年後の 197 9 年 に は高校進学率は9 0 % を 超 えま した ｡

こ の 8 年間に ､ 今思え ば 日本 の 高等学校 は 極め て ユ ニ

バ ー サ ル な 中等教育機関 に変わ っ て い た の で す｡ しか

し､ そ れ は 大学 の 中に い る と 分か りませ ん ｡ そ う い う

こ とだ っ た の か な あ とい う ぐらい の こ と で す｡ しか し､

今度 は そ の 中学校
･

高等学校を卒業 した 人達が 大学 に

来 る よ うに な っ て ､ 大学進学率 が ､ 母 数 が 大きくな っ

て い る の に 加 え て ､ 20 % ､ 30 % と い う よ うに 上 が っ て

きた の で す｡ 今時 々 新聞 な ど で 大学 は大衆化 して き た

などと言われ て い ますが ､ と ん で もない 間違 い で ､ 実

は 日本 で は ､ 大学 の 大衆化 は196 0 年代 の 後半か ら19 7 0

年代 の 半ば ま で に終 わ っ て い た の で す｡ 後期中等教育

即ち高等学校 へ の 進学が 増 え ､ そ して 今度 は 後期中等

教育 か ら高等教育 へ の 進学者 が 累増 して い くと い う流

れ が ､ 既 に そ の 頃に は っ き り と で き て い た の で す｡ そ

して そ の 勢い が80 年代ま で 続い て ､ 90 年代 の 始 め には ､

い わ ゆ る18 歳人 口 の ピ
ー

ク とい うもの が や っ て きま し

た ｡ そ し て 今 は9 0 年代の 半ばで すが ､ 皆さん ご承知 の

とお り ､ 18 歳人 口 は 激減 の
一

途を 辿 っ て い ます｡

今大学は ､ 戦後 か つ て な い 改革を強 い られ て い る と

言われて い ます｡ しか し､ 私 に 言わせ る とそ れ は 正 確

で は あ りませ ん ｡ 戦後 日本 の 大学が 大きな変革を強い

られた の は ､ 1 94 5 年か ら7 年間の こ とで す｡
こ の 期間
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に 現在の 体制 が で きま した ｡ 今 あ る大学制度 の 中で ､

当時考え られ な か っ た 制度 は 殆 ど有 りま せ ん ｡ 5 0 年代

以後 に 起きた 変化は ､ 制度の 変化 で は なくて 大学を取

り巻く状況 の 変化 で した ｡ 今大学 に起き て い る の も､

大学 を 取 り巻 く状況 の 変化 ､ い わ ゆ る 高等教育 の 動態

そ の もの の 変化 で あ ります｡ そ こ に は い ろん な要因が

係わ っ て い ます｡ 高度経済成長の 名残 り とい う要因､

日 本の 人 口 構造 の 変化と い う要因､ そ して さ きほ ど申

しま した 高等学校内部 の 変化 で す｡ こ の ような 中 で ､

今大学 は か つ て ない 構造的な変化を遂げさせ られ よう

と し て い る の で す｡ そ れは 決 して 制度 の 変化 で は なく ､

実体 の 変化 な の で す ｡ 今戦後最大 の 改革 が 全 て 終わ り

に な ろ うか な ど と い う話が 時 々 出ます が ､ 私 の 見 る と

こ ろそ れは 正 確 で は ない と思 い ます｡ そ れで は ､ ど こ

が 変わらせ られ よ うと して い る の か ､ そ れに どう対応

した ら よい の か と い う こ と を私 の 知 る か ぎ りお話 し申

し上 げた い と思 っ て い ます｡

1 991 年の衝撃と四 つ の変化

レ ジ ュ メ の 第1 番 目 に ｢大学改革の 状況+ とい う こ

とを書きま した が ､ そ れ は 4 年前 に 遡 ります ｡ 19 9 1 年

7 月 の こ と で す｡ こ の 時 に大衝撃 が 来 た わけ で す｡ こ

の 年 に大 学 設 置基準 と い う多く の 人が 全然知 らな か っ

た 法令 が 変わりま し た ｡ 大学設置基準 と い う の は ､

19 56 年 に 初め て 出た文部省令 で ､ そ れ以後大学は こ の

物差 しに 合う よう に作 る こ と が 求め られ た の で す｡ そ

の 設置基準の 中身 が ､ 抜本的 に変わ っ て しま っ た の で

す｡ 小さい 法律で す か ら誰もあま り気 に して い ませ ん

で した ｡ ど こ が 変わ っ た か と い うと､ 今文部省が ｢ 大

綱化+ と 言 っ て い る変化 で す｡ 大学内 の 制度区分が 廃

止 さ れ ､ 大学 の 科 目 も専門教育科 目 とか 一

般教育科 目

とか の 区分を しなく て よい と い う こ と に なりま した ｡

外国語科 目 ､ 保健体育科 目 な ど ､ そ うい う区分も しな

く て も よ い ｡ 全 て 大学 が 自分 で 決 め て よ い こ と に な り

ま した ｡ もう
一

つ は ､ 大学自身 が 自己 点検 ･ 評価 と い

うもの を行 い なさ い と い う こ と で す｡ 大学設置基準

本文に は ､ 自己点検 ･ 評価を ｢ をす る も の とす る+ と

書 い て あ ります ｡

そ れか ら､ こ れに 関連 して 別 の 省令 で 出た の で す が ､

学位制度 が変わ りま した ｡ 学部 の 学生 さん は こ れま で

は 卒業される とき に新潟大学理 学 士 ､ 新潟大学教育学

士 とい う称号をもらい ま した ｡ 卒業証書 に はそ う書 い

て あ ります｡ と こ ろ が ､ こ れが 変わ り､ た だ 単に 学士

と い う学位 に な り ま した ｡ 大学 は ､ 必 要 あ る な らば括

弧 し て 理 学とか 教育学 と か と書 い て もか まわない けれ

ど､ 必 ず卒業証書 に書 か な く て は い け ない もの で もあ

りま せ ん ､ と な りま した ｡ そ して 学 士 とい う の は ､ 称

号 で は な く学位 と な りま した ｡
こ の 3 つ が

一

番大き い

変化だ っ た と思い ます｡

こ の 時 か ら大学 は大変 な 重荷を背負う こ と に な りま

した ｡ どう い う こ とか と い う と､ 科 目 の 区分 と い うも

の が 無く な っ た の で ､ 大学 で ど の よ うな 教育を組 み 立

て て い く かと い う こ とを大学が 自分で 決め なければな

らな くなりま した ｡

こ の 時､ い ろ ん な 誤解も生れま した ｡ ｢ もう
一

般教

育とい うもの は 無くな っ た の で す か+ と文部省 に 問い

合わせ た 人が 何人もい ます｡ ｢ い い え ､ そ ん な こ と は

あ りま せ ん ｡

一

般教育科 目 と い う区分が 無く な っ た だ

け で す｡ 科 目 の 区分を廃止 した だ け で ､

一

般教育科 目

は あ っ て もい い の で す｡ だか ら､ そ の 名前を付け て も

かま い ませ ん ｡ 大学 の 裁量 で す+ と い うの が 文部省の

答え で ､ 恰好 よく 言 え ば､ 大学 の 裁量権とい うもの を

文部省が き ち ん と 認 め た と い う こ と に な るわ け で す｡

こ の 時か ら､ 大学 は 教育 の 中身を自分 で 変 え て い か な

け ればならなく な りま した ｡

もう
一

つ の ポ イ ン ト は何 か と言 う と ､ さ き ほ ど申 し

ま した 自己点検
･

評価と い う こ と で す ｡ こ れを本気 で

行うとなりますと､ ｢ うちの 大学とは どう い う大学か+ ､

｢ こ の 学部 は何 を す る学部 か+ と い う こ とをきちん と

決 め て い な い と ､ 自分 で 点検 した り ､ 評価もで きな い

と い う こ と に なります｡ 言葉を変 え て 言うと､ 大学は

個性を出さなければい けない ､ 学部も個性を出さなけ

れ ばな ら な い と い う こ と に な ります｡ そ うい う訳 で ､

自 己点検
･

評価も しな く て は い け な い とい う こ と で 大

学をす ごく忙 しくさせ ま した｡ こ の 時 か ら 日本 の 大学

の 中の 何1 0 % か の 先生方 は ､ 大学をどう変 え るか とい

う仕事 に 奔走 させ られ る よう に な っ た わ け で す｡ こ ち

ら の 大学 で も､ き っ と何割か の 先生方 は ､ 今ま で 思 っ

た こ と もな い ような仕事をさ せ られ て おられ る こ と と
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思 い ます｡ 立 教大学 で もそ うで す｡ 私 を始 め と して ､

今ま で 考え た こともなか っ た ような こ とを考 え させ ら

れ､ 思 っ て もい なか っ た 時間を会議に と られ て 頑張 っ

て い る の は そ の せ い な の で す｡

大学 の 裁量権の 容認と教育 目 的の 明確化 と い う こ の

二 つ の 事柄 が ､ 日 本の 大学を変 え させ ようと し て い る

の で す｡

日本 の 18 歳人 口 は199 2 年 に ピ
ー ク に 達 して ､ 1 9 93 年

以降 に は 減 っ て い くとい う こ と が 分か っ て い ます｡ こ

れが 大学を動か して い る もう 一

つ の 条件 で す｡ こ の こ

と が 私学 に 大き な危機感を持た せ て い ます｡ 日 本 の 大

学の8 5 % を占め て い る の が私学で す｡ 私学に と っ て は ､

受験者数の 減､ ひ ょ っ と した ら定員割れ に なる か も し

れな い と い う恐怖 は非常に 大き い もの で す｡ 私 立 大学

を 受け る 時の 受験手数料は ､ 現在3 0
,
0 00 円 - 3 5

,
0 0 0 円

で ､ そ れ よ り安い と こ ろ は あ りま せ ん ｡ こ の 手数料 は

全て 現金 で 入 っ て き て ､ 相当な額に なります｡ で すか

ら､ 1
,
00 0 人受験者 が 減 りますと ､ た ちまち3

,
0 0 0 万 円

ぐらい の 減収 に な ります ｡ 何千万 円､ 何億円と い う減

収が 2 月 に起き るか も しれない ｡ こ れは 私学 に と っ て

大恐怖 で す｡ そ うい う こ とか ら潰れ る 大学もある の で

は な か ろう か と 思われ て い ます｡

女子大学 で は誰も来 て く れ な い ､ 短大 で は立 ち 行か

ない と言われ続け て ､ 多く の 私立 大学 は ､ 何と か 変わ

らなくて は い けない とい う状況に あります｡ 共学 にな っ

た 大学 は もう10 数校ある と 言われ て い ます｡ 女子大学

か ら男女共学 の 大学 に変 わ る｡ そ して 短大か ら 4 年制

大学 に 変わ る ｡ つ い に学習院の 女
▲

子短大も 4 年制に な

る とい う話 が こ の 前 の 新聞に 出 て い ま した｡ こ の よう

に 名門校 と か伝統校 と か 言われ た と こ ろ で も ど ん どん

変 え ざる を得ま せ ん ｡ そ れ か ら､ 大学 の 学部 の 形態を

変 え る 必 要 が 生 じま した｡ 例 え ば､ 家政学部と言 っ て

い て も誰も来ない の で ､ 生活科学部とい う よう に 変え

る と か ､ ど の よう な こ と をや る の か と不 思議に 思う よ

う な 名前 の 学部が い い と い う こ と で ､ 国際経済情報学

部など覚えきれない ような名前 の もの が あ る｡ 経済学

部 や 文学部 で は 学生 は全然見向い て もく れ な い と い う

状態 に な っ て い ます｡ こ れ は 当然大学 の 先生方 に 非常

に大きな 負担 にな っ て い ます｡ 大学を変 えて 行 く に は ど

うす るか と い う こ と で す｡ こ の ような中で ､ 大学内には

サ バ イ バ ル へ の危機感と い うもの が広が っ て きて い ま す｡

国立 大学だ っ て 似た ようなもの で す｡ 今の まま の 大

学進学率で 推移 し て い くと した ら､ 20 10 年に は大学 の

入 学定員と大学受験者 の 推定数が ほ ぼ
一

致 します｡ と

い う こ とは ､ 論 理 的 に入 試と い うもの が なくなる とい

う こ と で す｡ こ うい う時 が や が て 訪れ る だ ろうとい う

恐怖 の カ
ー ブ が 描か れ て い る の で す｡ こ れを20 1 0年問

題 と い う言 う人もい ます｡

教養部解体 ･ 大学院重点化政策

もう
一 つ の 変化 は ､ 教養部 の 解体 で す｡ こ れ は 一

般

教育又 は 教養教育 の 主体が 変化 し つ つ ある とい う こ と

を意味 して い ます ｡

身近 な 例を あげますと､ 東京大学 の 教養学部 は非常

に が っ ち り した 組織 で した の で ､ 解体 い た しませ ん で

した ｡ そ の 代わり に ､ カ リ キ ュ ラ ム を大きく変 えた ｡

私が 教育学部長を辞 め た 年以後 ､ 東大 に は 一 般教育科

目 と い う科目 は 1 科 目 も あ りま せ ん ｡ 前期課程教育と

い うふ う に 名前を変 え て ､ そ の 2 年間 で 履修す る科 目

の 中 に
一

般教育科目､ 教養科 目 とい う名前 の もの は
一

つ も なく ､ 基礎､ 主題 ､ 総合 と い っ た 名前 の 科 目を揃

え ま した ｡ 前期課程教育は ､ そ れ自体が 独自の 教育課

程 で あ っ て ､ 専門 へ の 入 門教育 で は な い と い う こ と で

す ｡ そ して 半期制と い うもの を直ちに 導入 しま した ｡

そ の よう に教育 の 担 い 手が 変わらな か っ た 所 で も､ 科

目 の 中身 は が ら っ と変 わ り ま した ｡ 今､ 各大学 で 進ん

で い る の は ､ カ リ キ ュ ラ ム 改革で す ｡ 私も今そ れを担

当 し て い る わけ で す｡

立教大学も今年の 春に
一

般教育部 を解体 さ せま した ｡

数年前か らそ の 方針 が 決ま っ て い ま した ｡ 大学審議会

の 答申の 中に ｢ 有機的､ 効率的+ と い う言葉 が あ りま

す が ､ 今大学 は ､ 学部を主 体と して 有機的 ､ 効率的な

カ リ キ ュ ラ ム を作 る こ と に専念さ せ られて い るの です ｡

ま た ､ そ の よう に しな い と､ 受験生もな か な か 来 て く

れな い と い う事態が 生まれ て き て い る の で す ｡

次 の 変化は ､ 大学院の 重点化 で ､ 文部省 が ポ リ シ
ー

と して は っ き り と 出 して い ます｡ す ごい 危機感の もと

に 東大 の 理学部が 先頭を切 りま した ｡ 東大 理 学部 と い

え ば有名な学部 の
一

つ で すが ､ あ る専門雑誌 の 評価表
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に よ る と世 界 の 大学 で2 0 0 番 目 に 位置す る よ うだ と

い う こ とが 分 か っ て ､ こ の まま で は駄 目 だと思 っ た の

で す ｡
ハ

ッ と気が つ くと技術科学大学院とか 色 々 な研

究所が あち こ ちに で きて ､ そ こ に は最先端の 機械が 入 っ

て ､ ふ ん だ ん に お金を か け て い る ら しい ｡ 新構想大学

も沢山 で き て ､ そ こ に は重点的 にお金が 行 っ て い る ら

しい ｡ 気が つ い て み た ら､ 旧帝大 に は お金 がき て い な

い こ と が 分 か っ た ｡ 有馬朗人さん が総長 の 時 に ､ 財政

を調 べ て み た と こ ろ ､ 国立 大学 の 建物を作 っ た りす る

費用の 内 の8 0 % が 新構想大学 に い っ て い た と い う こ と

が 分か っ た の で す｡ こ れ で は 貧乏 だ っ た はず だ と い う

こ と で ､ 国に働きか け を 始め て ､ や っ と回 復 し よう と

して い る の で す｡ 予算配分を 回復 さ せ る の な ら 大学 の

教育形態も変 え た 方 が い い と い う こ と で ､ こ の 点 の 圧

力もうん と 強ま っ て き ま した し､ ま た 大学 に危機感 を

持 っ て い た先生方も変化を求めま した ｡ 結局の と こ ろ ､

大学院重点化方針と い う の は ､ 初 め は 東大 の 理 学部

だけの 構想だ っ た の で す が ､ そ れが 東大全体 の 構想 に

な り､ や が て 旧帝大全部 の 構想 と な っ て ､ 今や 多く の

大学 の 共有す る ポ リ シ
ー

の
一

つ に な っ て き た の で す｡

戦後 日 本の 大学 で 大学院 の 充実を説 い た 人は 誰だ っ

た か と 申 します と ､ 元 首相 の 田 中角栄氏 で す ｡ 列島改

造論の 中に 大学院を 充実 し ろ とい う こ とを 説きま した ｡

山 紫水 明 の 地 に大学を､ と い う の が あ の 時の 田中内閣

の 合言葉で した ｡ そ し て 全国に 医科大学 を 必 ず つ く れ

と｡ こ れを あ の 時達成 した の で す｡ 医科大学 の な い 府

県をなく し て ､ 併 せ て ､ 誰も注目 しま せ ん で した が ､

大学院 の
一

層 の 充実をと い う こ とを言 い ま した ｡ ア メ

リ カ ､ イ ギ リ ス と 比 べ て 大学院に 進む 老 の 数 は ､ 日 本

は比 較 に な ら な い くらい 少 な い ｡ こ れは 一

体 どう した

こ と だ ､ こ ん な 事で は 将来 の - イ テ ク産業は 担 え な い

とい う ことを言 っ た の で すが ､ あま り相手に され なか っ

た の で す ｡ そ れ が 今実現 しようと して い ます｡ た だ し

私 は こ れは 極 め て 必 然的 な 流れだ と思 っ て い ます ｡

最後 は ､ 管 理運営制度 で す ｡ 今､ 大学審議会や 文部

省 が 一 番手を付けた い と思 っ て い る の は ､ こ の 部分だ

と思 い ます｡ 結局､ 大学を大きく変 え て い くた め に は

何 が必 要か と い う と､ まず そ の た め の 合意を どう や っ

て 形成す るか と い う こ と で す｡ そ の 次に ､ 学長 の 存在

で ､ こ れが 弱 い まま で はうまく動けない ｡ 今は学部教

授会 の 意思決定だ け で は 大学 は 動か ない よ うに な っ て

きま した ｡ 学部教授会を越 え た も っ と大きな合意形成

が な い と 大学は 動きま せ ん ｡ そ し て ､ 形成された 合意

が あ る もの を生み 出すた め に は ､ 学長 ､ 理 事長 と い っ

た 上 級 の 管理 者層 の 強化が 必 要 で は な い か と 言われ て

い ます｡ 実は 戦後 の 当時 の 政策の 中 に は ､ 学 内の 上層

部の 権限をも っ と 強め る べ きだと い う意見 が あ っ た の

で すが ､ 今の 現れ方 と 違 っ て は る か に政治的 ･ 強圧的

な も の で した ｡ 現在 は 単 に政治的 に 出て き て い る と い

うだけで は なく ､ 大学自体 ど う して も変わらなく て は

い け な い とい う状況に あ る の で す｡ 改革を 推進 して い

く た め に 管理 運営制度を どう変 え て い っ た ら よ い の か

とい う問い に対す る 答 え だと 思い ます ｡

そ の た め に は ､ 教授会 の 意思決定機能と い う の を も

う少 し制限 して ､ 上 位者 の 権限を 強 め て い く と い う こ

とや ､ リ ー ダ ー シ ッ プを強化す る と い う こ とが 必 要で

ある とい う意見 で す｡ さらに ､ こ れ に併せ て 教員そ の

もの を 変 え て も よい の で は な い か と い う こ と で ､ 今 で

て い る の が 教員 の 任期制 で す ｡ こ れ が 今最終的 に 出 て

き て い る ポ リ シ
ー

だ と思 い ます｡

1 99 1 年 7 月 の 衝撃と い う の は 非常 に 大き い もの で し

た ｡ あ れ か ら4 年 しか 経 っ て い な い と は 思わ れ な い ほ

ど で す｡ 以前 か ら大学も199 2 年以降学生 は減 る と思 っ

て い ま した ｡ そ こ へ 突然 に 来た 衝撃 で した か ら変化 は

もの す ごく 速 か っ た の で す｡
こ の 変化をもた ら した も

の は何 だ っ た か と い う と ､ 大学審議会 と い う機関で す ｡

今出 され て い る ポ リ シ ー の 全 て は そ こ か ら出て き て い

ます ｡ そ の 大学審議会 の 元に な っ た の は ､ 臨教審と い

う大審議会の 方針 です｡ 結局全て の 元はそ こ - 遡 ります｡

最後 に ､

一

つ だ け付 け 加 えれば､ か つ て の 大学 の 激

動 で
一

番激 しか っ た の は ､ 大学紛争 で す が ､ そ れ は学

生の 異議申 し立 て か ら始まりま した ｡ 今 は どうか と い

うと､ そ の 点が 全く無 い とい う こ と で す｡ 学生と い う

視点を入 れな い 形 で で も行う こ と の で き る教育改革 ､

大学改革と い うの が進 ん で い る の で は な い で しょ うか ｡

さ っ き学部 の 学生さん と思われ る 方 々 が 沢山見え て い

て 嬉しい と 言 っ た の は ､ こ の よう な 会 に若い 方が 見 え

る こ と が最近殆 ど な い こ とだ か らで す｡

現在 日 本の 大学 に と っ て 何 が課題な の で し ょう か ｡

順 に 申 し上 げた い と思 い ます｡
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残されて きた問題群

一

つ は ､ 今大学 が様 々 な プ レ ッ シ ャ
ー

の 下で 変わ ら

ね ば な らな い と い う よう に な っ て き て い ます が ､ こ れ

に は そ れな りの 理由が ある と い う こ とを認め る べ きだ､

と い う点 で す｡ そ の 理 由は ､ 50 年前の 大学改革の 中で

産 み 落と さ れた 幾 つ か の こ とか ら来て い ます ｡

5 0 年前 に 日 本は 今 の 大学制度､ つ ま り大学とは 高校

を出た老 が行く と こ ろ で す よと い う制度を作 りま した ｡

戦前 は ､ 旧制高校､ 大学予科を出た 人 と専門学校 ､ 専

門部を出た 人 と そ れ か ら高等師範学校を出た 人 と 様 々

な ル
ー ト か ら大学 へ 行ける 形に な っ て い ま した ｡ こ れ

が ぴ し っ と 高校 3 年 の そ の 次に 続く教育が 大学だと い

う こ とに な りま した ｡ こ れは50 年前 に は 不 可 避 の 改革

だ っ た と思 い ます｡ そ う しなけ れば今の 教育 シ ス テ ム

は で き て い ま せ ん ｡ ま た ､ 今の よう に4 0 % 以上 の 青年

が大学 に 行け る とい う状況は 決 して 生まれませ ん で し

た ｡ 日 本 は 当時将来の 見通 しを 色 々 模索 し なが ら ､ と

もか く 大学 と い う の は 高校 の 上 に の る教育機関 で ある

と い う こ とを決 め た の で す ｡ 修業年限は 4 年ない し6

年 と し､ そ れ で 不都合 の 場合に は ､ 2 年な い し3 年 の

短期大学を つ く る こ とが で き る こ と と しま した ｡ 短期

大学も大学 で す ､ そ し て 高校を卒業 して か ら行く と こ

ろ で す ､ とい う制度を決 め た の で す｡

こ の 制度を決 め た論議や そ の 辺 の 資料を調 べ て 書 い

た の が ､ 私が 生 ま れて 初 め て 書 い た 『大学教育』 と い

う本 です ｡ 196 9 年に 東京大学出版会か ら出版 しま した ｡

そ の 頃様 々 な方と話を して い て ､ 先輩 た ちは
一

つ の

大事な こ と に 気が つ い て い なか っ た ん だ な あ とい う の

が 分か りま した ｡ ど うい う こ と か と 言う と ､ 大学 は基

本的 に は 高等教育機関だ と い う こ と で す｡ そ の こ と に

つ い て の 自覚が 足りなか っ た と思 い ます｡

一

番変わら

なか っ た の は どこ か と 言うと専門学部 で す｡ 専門学部

は どう変わ るか と い う こ と に つ い て は 長 い 間不 問 の ま

ま に 付 さ れて きた の で は ない で し ょ うか ｡ 勿論 ､ 戦前

の 旧制大学 の 年限 は 3 年 で した か ら､ 専門教育の 部分

が 2 年 に変わ っ た た め ､ 3 年か ら 2 年 に な る に つ い て

必 要な改革を行 っ た の で すが ､ 中身は 変わ りま せ ん で

した ｡ 講座制とい う明治時代 に で きた 制度 はそ の まま

戦後 の 大学 の 中 に持ち込まれ て 格差が 温存されて きま

した ｡ 学部教授会は 戦時中に 痛め つ け られた の で ､ そ

の 反省か ら逆 に極 め て 強固 な もの に な っ て い きま した ｡

私 の 恩師 で あ る こ の 本 の 共著者 ･ 海後宗臣 ( か い

ご ･ と きおみ) と い う先生 は190 1 年生ま れ で ､ そ の 先

生と
一

緒 に 仕事を しなが ら､ 色 々 と学 ぶ こ とが 多か っ

た もの で す｡

例 え ば､ 当時私 は 東大 の 大学院 の ドク タ
ー

コ
ー

ス の

学生 で ､ 研究者 に な ろう と思 っ て い ま した か ら ､ 短大

な ど 目 に 入 りませ ん で した ｡ そ の 本を書く時に ､ 原稿

用紙 で1
,
0 00 枚 ぐらい に な っ て しま い ま した が ､ どの 章

か ら書き始 め よう か と 先生 と相談 して ､ 最初に ｢ 短期

大学+ と い う章を書きま した ｡ 短期大学 は ど の よう に

し て 生まれ､ ど の ような問題を持ち､ 25 年経 っ て どう

な っ て い る か とい う こ と を書 い た の で す が ､ 私 は不 満

で した ｡ 戦後 日本 の 大学改革 と い う本を 書 く の に どう

し て 短大 か ら書き始 め なけ ればな らな い の か と 思 っ て

い ま した ｡ しか し､ 私 の 先輩で 恩師 で ある先生 は､ 私

に そ の こ と は 大事 な こ と だ と い う こ と を 色 々 な 形 で 教

え て くれま した ｡

そ の 先生 の 持論 に よ る と､ 戦後 ､ 大学 は変わ っ た ん

だ とい う こ と で す｡ つ ま り､ 大学は あ っ ち こ っ ちに あ っ

て い い ん だ と い う こ と で す ｡ 町 を歩 い て い て 路地 を 曲

が っ た らそ こ に 大学が ある ｡ そ う い う大学制度を 日本

は選 ん だ｡ 短期大学 はそ の
一

つ なん だ｡ 君 は短期大学

を馬鹿 に した よ うに 言う け れ ど､ 短大 と い う制度 が あ

るお か げ で ､ 現在大学 の な い 府県 は な い と い う状況が

ある ｡ も しあ の 時に 大学 は 4 年制大学 だ け とか ､ 大学

院をも っ て い る 大学だけなど とい う こ とを決 め て い た

と した ら､ 大学教育に ア プ ロ
ー

チ で きない 人が どれだ

け 生 ま れ て い た か 知れ な い ｡ こ れ を考 え た こ と は あ る

か ､ と叱られま した ｡ 恐らく先生 は ､ 短期大学 の 誕生

と い う の が 戦後 日 本 の 大学改革 の 最も シ ソ ポ リ ッ ク な

部分だと 言われた か っ た の だ と 思 い ます ｡ 私 はそ の 言

葉 に励まさ れ な が ら､ 戦後 日 本 の 大学改革に 一

般教育

が どう導入 されて きた か ､ 大学院､ 学部 は どう変化 し

た か とい うような こ とを書 い た 本を出 しま した ｡ おか

げ で ､ そ の 本 は非常に 多く の 人に 読ま れま した ｡

戦後 の 大学改革 に つ い て あれ程 の 大規模 な 本 は つ い

に 出て お りませ ん ｡ 今 で も時 々 参照されて い て ､ 非常

に嬉しい 思い を して い ます｡
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そ の 本が 表 して い る こ と は 何か と い う と､ 大学 は 変

わ っ た とい う こ と で す｡ さらに ､ 確 か に 変わ っ た が ､

そ の 変わり方 が み ん な に受け入 れられ て い ず ､ そ の

担 い 手抜き で 出発 した と い う こ と で す ｡ 今私達 が 苦 し

ん で い る こ と の
一

つ の 背景 が そ こ に あ っ た よう に 思い

ます｡

当時 の 日本 の 大学の 先生方が ､ も し大学 の 本質的な

機能 は何 か ､ そ れは まず は 高等教育機関 で ある と い う

こ とが 分か っ て い た ら随分違 っ て い た と 思 い ます｡ 当

時そ の 課題を受け取 っ た の は ､

一

般教育と い うもの を

受 け持 た され た先生方 で した ｡ そ の 先生方 は､ 大学 は

教育棟関だ ､ 俺 は 教師だ と い う こ と を絶 え ず感 じて い

た と言 っ て お られま した ｡ 今も恐らく そ れ に近 い 感 じ

を持 っ て い る方が 多数おられ ると思 い ます｡ とこ ろが ､

大学人全体 は ､ そ の 点を極 め て 暖昧 に し て きま した ｡

つ ま り ､ 大学 は 本当は 研究機関な ん だ ｡ だ か ら､ 教育

は 二 の 次 で い い ｡. 教授法なん て ち ゃ ん ち ゃ らおか しく

て ､ そ ん な こ とを勉強 しなく て も立 派な大学教師に な

れ る｡ み ん な こ う思 っ て きた ｡ そ の ｢ つ け+ が 今回 っ

て 来 て い る の で す ｡ こ の こ と は どう し て も変 え て い か

な ければ な らない こ とだ と思 っ て い ます｡

例 えば､ 朝 日新聞社か ら出て い る 『大学 ラ ン キ ン グ』

と か ､ 東洋経済新報社 と河合塾が 編集 して い る 『日 本

の 大 学』 な ど を読 ん で み ま す と､ もう 昔 の よう な 甘 え

は全く許 され なく な っ て きて い る と い う こ と が強 く 分

か ります｡ ｢ 僕 の 授業の 登録者 は2
,
0 0 0 人 で す よ+ な ん

て い う先生が い ま す｡ ｢ 2
,
00 0 人 で どう して き ち ん と 授

業をや れ るん で す か+ と い うと､ ｢ い や ー

､ 大体 2 回

目 に 4 割位 に な っ て ､ 今 は 大体 1 割 で す か ら2 00 人 入

れ れ ば い い + ､ ｢ 試験 の 時 は どうす る ん で す か+ と い

う と ､ ｢ 1 0 教室 ほ ど用意 して も ら え れ ば そ の 時監督 し

て 終わ り で す よ+ と､ そ ん な 授業を持 っ て い る先生が

い っ ぱい い る ん で す｡ こ れは い っ た い 何た る 事ぞ と 今

マ ス コ ミ とか 一

般 の 親達が気 に しは じめ た と こ ろ で す｡

そ の 様子 を書 い て い る の が 産経新聞社か ら 出て い る

『大学 を 問う』 とい う本 で す｡ 大学 の 学長達に 一

番 よ

く読まれた 本だと 言われ て い ます｡ そ の 本 の 第 1 章は

何 か ら始ま っ て い るか と い う と､ 花 の 政経 と言われ て

い る早稲 田大学政経学部 の 授業か ら始ま っ て い ます｡

大講堂 の 中 で ､ 教師が 1 人 立 っ て しゃ べ っ て い る が ､

学生 はそ の 前に20 人 ほ ど座 っ て い るだ け と い うそ の 惨

憤 た る状況か ら始ま っ て い ます｡ そ の 本 は ､ 今､ 大学

の ど こ が 問題 か と い う こ とを､ よく見 て い ます｡ こ の

点はや は り工 夫 して い か な ければならな い と 思い ます｡

科 目 を 開 い て い るか 開い て い な い か と い う問題 で は な

く て ､ そ れをどう教 え ればい い か と い う こ と で す｡ こ

れは 非常 に 大きい 問題だと思 い ます｡

学生とカリキ ュ ラム

私達 は 今ま で 学生 の 変化と い うも の を気 に して お り

ま せ ん で した ｡ しか し､ 教育改革の 中 で こ の 学生 の 変

化を どう見 る か と い う こ と は極 め て 重要な こ と だと思

い ます｡ こ れま で は慨嘆 し て い れば よか っ た ｡ よくぞ

あ ん な の が 大学 に入 っ て きた と か ､ どうせ うちは 低偏

差値 で す か ら と言 っ て ､ は な っ か ら諦 め る先生､ ま た

何を教 え た っ て い い ん で す､ 伸 び る奴 は伸 び るん で ､

伸 び ない 奴は 自分が 悪い ん で すとい う よう な こ とを言 っ

て い る ｢ 高偏差値大学+ の 先生もあ りま した ｡ こ の よ

うに 学生 の 変化 に無関心 と い う こ と は許されなくな っ

て き て い る の で す｡

もう
一

つ は ､ カ リ キ ュ ラ ム とい うもの に取 り組む 必

要が あ る と 思い ます ｡ 今申 した よう に ､ 大学 の 高等教

育機関 性 と い う も の に つ い て の 反 省が 殆 ど あ り ませ ん

で した か ら､ カ リ キ ュ ラ ム に つ い て の 関心 も先生方 に

は 薄か っ た と思 い ます ｡

私 ど も教育学 の 世界 で は カ リ キ ュ ラ ム と い う の は 主

に 学科課程 とか 教育課程 と訳されます が ､ 学科課程を

どう組 み 立 て る か とか 教育課程をどう組 み 立 て る か と

い う の は ､ 実 は教育を 担当 して い る人間か ら言う と 中

心 課題 の
一

つ で す｡ 従 っ て ､ 小 ･ 中 ･ 高校 で は ､ 文部

省が 決 め る教育課程 ､ 即 ち学習指導要領とい うもの は

出 る度 に様 々 な形 で 問題 に なります し､ しか も教育を

根本か ら変 え るだ け の 力が あります｡ 麦' れは 全 て カ リ

キ ュ ラ ム と い うもの の な せ るわ ざ で す｡ そ れ で は ､ 大

学 の 場合 は どうか と 言う と､ 殆 ど こ れま で 注 目され て

こ な か っ た の で は な い で し ょ う か ｡ 例 え ば､ 工 学部 の

機械工 学科 で は こ れ だ け の 科 目 を 順番 に あ げ て い け ば

い い ん だ と か ､ 文学部 で は 学生 は 出 て 来 て も来なく て

もい い で すよ､ 出 て く る奴 の 方 が 馬鹿 で ､ 出て こ ない
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で し っ か りや っ て い る奴 の 方が 見込 み が あ るな ど と言 っ

て い れば よ か っ た の で す が ､ こ れ か らは そ う は い きま

せ ん ｡

ちな み に ､ さ きほ ど 申 し上 げま した19 9 1 年 に 出た 大

学設置基準 の 中に 新 しい 言葉が 出て きま した ｡

｢ 大学 は ､ 当該大学 ､ 学部及び学科 又 は 課程等 の 教

育上 の 目 的 を達成す る た め に ･ ･ 体系的に 教育課程を

編成す る も の と す る ｡ + と い うもの で す ｡ 戦後 の 大学

の 法律 に無 か っ た 言葉 で す ｡ 文部省 は あ の 時初 め て

大学 に 教育課程 と い う 理念を持ち込ん だとい ば っ て い

ます｡

こ れは大綱化の 中の 非常に い い 改善だ と関係者 は言 っ

て ます が ､ 私達に と っ て は虚を つ か れ た と思 っ て い ま

す｡ 教育学老 の 方だとお分 か りに なる と思い ます が ､

教育課程 と い う言葉 は戦後教育界 に登場 した 言葉で す｡

教育課程 と い う言葉 で カ リ キ ュ ラ ム の こ と を 言う時に

は､ 教育学 の 世界 で は ､ い わゆ る正 課内教育と正課外

教育 の 両方を含ん だも の を指 します｡ 例 え ば､ 中学校

の 教育課程 と い っ た 時 に は ､ 中学校 の い ろ ん な教科 ､

国語 ､ 数学等 々 の 教科 の 他 に ､ ク ラ ブ活動で あ る と か

或 い は学校行事で あ るとか ､ 学校が 行う活動全体を指

す言葉 と して ｢ 教育課程+ と い う言葉を使 い ､ そ れを

バ ネ に し て 戦後 の 新 しい 教育をや っ て い こ う､ もう教

育 は教室だけ で 行われ る もの で は ない ､ とい う考え で

生まれ て きた戦後の 新造語だ っ たの で す｡ 教育学 の 方

で はそ う い うふ う に使 っ て い ま した が ､ こ の た び の 大

学設置基準の 中 で は 明 らか に誤 っ て 使わ れ て い ま す｡

昔なら学科課程と称 し て い た 事柄 に 教育課程 と い う語

をあて て い る の で す ｡ 教育課程とい う言葉の 使い 方 に

つ い て そ の よう な批判 を して い る の は ､ 今の と こ ろ私

一

人の ような 気が しますが ､ 間違 い で は な い で しょ う｡

た だ し､ こ う い う言葉が 大学関係法令 の 中に 出 て き た

とい う事実そ の もの は ､ 大学教育の 現代的課題を反映

し て い る と み る こ と が で きます ｡

もう 一 つ あ ります ｡ 今立 教大学 で も出て い ます が ､

伝統的 に カ リ キ ュ ラ ム を 考 え て い く 時 に ､ ス コ
ー プ と

シ ー ケ ソ ス と い う 2 つ の 軸 が あり ます｡ ス コ
ー プと い

う の は カ リ キ ュ ラ ム の 広が り ､ つ ま り ､ ある カ リ キ ュ

ラ ム が予想 して い る文化の 幅の こ と で す｡ そ れか ら シ
ー

ケ ソ ス と い う の は全く違 っ て ､ そ れをどう い う順序 で

学習 して い く か と い う事柄 の こ と で す ｡ こ の 2 つ を

区別 して 考 え な い と カ リ キ ュ ラ ム 論とい うもの は 考 え

きれ な い の で すが ､ そ うい う こ とも先生方 は なか なか

お知 り に な っ て い な い と い う こ と が ､ 段 々 分 か っ て き

ま した ｡ 特に ､ 広が り ( ス コ
ー プ) の と こ ろは さ きほ ど

申 した よう に 科 目 区分を廃止す る と い う こ とで ､ 塀 は

全部取 り払われ て しま っ た わけで す の で ､ どうぞ 各大

学 で お決 めくだ さ い と い う こ と で す ｡ 次 は シ ー ケ ン ス

で すが ､ どうい う順序で 学習 を準備 し て い く か とい う

こ と で す｡ こ の シ
ー ケ ソ ス と い う の は 今ま で あまり考

え た こ と は あ りませ ん で した ｡ 何 々 学部何 々 学科 に は

こ うい う シ
ー

ケ ソ ス が あ る とい っ た学問 の 応用 で 考 え

て い ま した ｡ しか し､ それ で 済むの かと い う こ とに な っ

て きた ｡

シ
ー ケ ン ス を よく考 え て み て 何 が 出 て く る か と い う

と ､ セ メ ス タ ー 制 ( 2 期ま た は 3 期制) で す ｡ そ の セ

メ ス タ ー 制の 根本 は何 か とい うと ､ 学生の 学習の シ
ー

ケ ソ ス をどう組織 して い く か とい う こ とな の で す ｡ 具

体的に 言う と ､ 外国語 の 授業は ､ 週 2 回 集中的に あ っ

た ほ うが い い の で は な い か ､ 学生 に と っ て も2 人の 先

生 か らそ れぞ れ2 コ マ ず つ 1 週間 に 4 回の 授業 が あ っ

た ら極め て い い の で は ない か ､ 2 年生以上 は も っ と進

ん だ外国語をや ればい い の で は ない か と い う こ とで す｡

最近語学教育 の 方か らそ う い う声 が 上 が っ て き て ､ 今

や っ と立教大学 で は セ メ ス タ ー 制の 採用ま で あと
一

歩

と い うと こ ろま で きま した ｡

そ れ で は ､ セ メ ス タ
ー

制 に し て い く と
一

体半年 に何

時間や るの か と い う こ とか ら問題 に な っ て きます ｡ よ

く調 べ て み る と､ 関東の 国公立大学 は非常に 真面 目 で

15 週 や っ て い る と い う こ と が 分か りま した ｡ 東京都 立

大学 は 8 月 の 9 日 ぐら い ま で 授業が あ ります｡ 試験期

間も含 め て や る と そ う い う こ とに な ります｡ そ の 点関

西 の 大学は 大変 上 手 で ､ 1 3 週 に して 後 は 授業時間に組

み 込 ん で や っ て い る こ と が だん だん と分か っ て きま し

て ､ 現在
一 生懸命 セ メ ス タ

ー

制 と い うもの を問う て い

る と こ ろ で す｡

私達に と っ て は ス ク ー ル カ レ ソ ダ ー とい う の は 大変

大事な 研究テ
ー

マ の
一

つ で すが ､ 今ま で 大学 の ユ ニ バ ー

シ テ ィ
ー

カ レ ソ ダ
ー

なん て もの は あま り考 え ない で よ

か っ た ｡ そ れを考 え なければならなく な っ て き た とい
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う こ と は ､ 全 て 先ほ ど 申 した 大学 の 高等教育棟関性 と

い うも の に対す る認識 の 弱さか ら来 て い る こ と だ と思

い ます ｡ こ の 中 で 問われ て い る こ とが 3 つ あります｡

学部というもの

1 つ は ､ 学部 と は 何 な の か と い う こ との 反省 で す ｡

こ れ は 非常 に重要な 反省 だ と 思い ます ｡ は るか 昔 の こ

と に な ります が ､ 日 本 で 学部とい う言葉が 初 め て 出て

き た の は18 77 年 ( 明治10 年) で す｡ こ の 年に 東京大学

が で きま した ｡ こ の 中 に学部 と い うもの が 設けられま

した｡ 法学､ 医学 ､ 理 学､ 文学の 4 学部 で すが ､ そ の

4 つ の 学部 に付 い た ｢ 学部+ とい う の は 大変 に怪 しげ

なもの で した ｡

どう し て か と い う と､ そ の こ ろ ｢ 部+ と は た ん に セ

ク シ ョ ソ とい う意味に すぎな か っ た か らで す｡ 明治 の

初 め に 日本 の 法律を つ く る時 に 参照 さ れた の は 全 て

大宝律令 で した ｡ 大宝律令 で は ｢ 部+ が ひ ん ばん に使

わ れ て い ます｡ そ れ で ､ 東京大学 と い う大学を 文部省

立 で 作 り ､ そ の 中に 工 学部や 医学部を置 い た の で す

が ､ そ れらは 今 の 学部と は違うもの で した ｡ つ ま り､

｢ 法 学部+ で はなく て 実は ｢法学 部+ だ っ た の で す｡

官庁 の 組織 と して ､ 学生を教 え る 際 の 法学 を 担当す る

セ ク シ ョ ソ とい う の が 最初 の 文部 省立 東京 大 学法学部

の 起 こ り で した ｡ 従 っ て ､ 学問論的 な根拠 の な い 言葉

だ っ た の で す｡ 学部長選挙 な ん か あ るわ け で は な く 上

か ら全部決ま っ て い るわけ で す｡ 根拠が なか っ た か ら､

9 年後 に ぷ っ つ り と 止め に な りま した ｡ 東京大学 は帝

国大学と名前が 変わ りま した ｡ そ して そ の 時は 学部 と

い う 名前 は 使わ な く て ､ 少 し偉 そ う な法科大学 ､ 医科

大学､ 理科大学 と い っ た 名前 に変 わ っ た の で す ｡ 夏 目

淑石 は文科大学 の 教授 で した が ､ あ の 文科大学 と い う

の は文学部 の こ と で す｡ 英語 に訳す と カ レ ッ ジ ･ オ ブ･

リ テ ラ チ ュ ア で す｡ 分科大学 と い う す ご い 厚 い 壁 の

複数の 組織をも つ 大学 に な りま した が ､ や っ と大学 の

格好が つ きま した ｡ 大 正 8 年 に もう
一

つ 変化 が ありま

した ｡ そ の 年に 学部 と い うも の が で き て ､ ｢ 法学 部+

か ら ｢ 法 学部+ に 変わ りま した ｡ そ
･

の 学部 と い う の

は 大変に 違う意味をも っ て い ま した｡ ドイ ツ 型 の 学部

で ､ 極め て 強 い 教員集団と い う意味 で す｡ こ の 流 れ に

今 日 の 学部 が あ る の で す ｡

学部と い うの は､ 実 は 昔か ら何 回 も批判され て き た

もの で す｡ 学部教授会が あ るか ら大学 の 教育に 口 を出

せ な い と戦前 の 日本 の 政府は 考 え て きま した ｡ 戦後 の

大学 はそ の 学部を強くす る こ と で 自治を守 っ て きま し

た; 大学紛争の 額 に ､ 大学の 持 っ て い た 大事な権利 の

一

つ に つ い て 集中的 な批判が あ りま した ｡ 管 理運営権

に つ い て で す ｡ 特 に強 か っ た の が 学生 の 懲戒権 で ､ こ

れが 大抗議を受け て ､ 随分縮小せ ざ るを 得 な く な っ た

の で す｡ 多く の 大学 で 処分制度と い う の はそ う簡単 に

適用 で きない と い う話 に な っ た の はそ の 頃の こ と で す ｡

紛争時 に は管理運営制度に つ い て 批判を 受 けま した

が､ 今受けて い る批判 は カ リ キ ュ ラ ム か らの 批判 で す ｡

カ リ キ ュ ラ ム 面 か ら大学 の 学部 と い う組織をもう
一

度

問 い 直 して い る の で す｡ 融合的 カ リ キ ュ ラ ム を作 りた

い ､ 全学共通 カ リ キ ュ ラ ム を作 り た い と い う時 に ､ 各

学部 の カ リ キ ュ ラ ム 制定権 は こ の まま で よい の か ､ こ

の 間い か け が 今起き て き て い る の で す ｡ 大学改革の
一

番 デ リ ケ ー

ト な 部分 はそ こ の と こ ろ で す｡ 新 しい 科 目

を設 け た い ｡ 何学部 の あの 先生に 科 目 を 持 っ て もらい

た い 時に ､ 直接 そ の 先生 の 了承を 得 る こ とが で きなく

て ､ お宅の 学部か ら どなた か 出 して い た だけ な い で し ょ

う か と 依癒 しなく て は な ら な い 状況 に あ る の で す ｡

そ れ は 非 常 に大 きい 問 題 で す ｡ 本当は ､ 学部 の 枠 を 越

え て 教育を 充実 さ せ た い と こ ろ で す が ､ な か な か そ う

は い か ず､ カ リ キ ュ ラ ム と学部組織 と の 対立 が あ る の

で す｡ こ こ をどう切 り抜 け る か で 大学改革の 成功 ･ 不

成功 が 決ま っ て く るも の と 思い ます｡

改革を迫られる語学教育

そ れか ら､ 戦後 の 大学 の 変化の 中で ､ と り残 さ れた

の は外国語教育 で あ る と い う こ と が ､ 今度全学共通 カ

リ キ ュ ラ ム と い うもの を 立 教大学 で 計画 して み て よく

分か りま した ｡ 立教大学も外国語教育を変えた い と思 っ

て い ます ｡ 例え ば , 中国語を受講 した い 学生が 急増し

て い ます が ､ ふ と気 が つ い て み る と中国語 の 先生 が

1 人 しか い な く ､ 希望す る学生 の4 6 % しか 中国語 の 登

録が で き な い 状態が10 年続い て い た と い う こ とが 分か

りま した ｡ こ れ は と ん で もな い こ と だ と い う こ と で ､
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中国語 の 先生を増や し て もらう こ と に しま した ｡ た っ

た 1 人 で 10 年間頑張 っ て こ られ た の で す が ､ 来年 の 春

か らは 3 人に な る予定 で す｡ そ れが や っ と実現 します｡

外国語教育で は 大事 な 語学に 教員 が 少な く て ､ 希望者

の 少 い 語学 に教員 が 多い とい う状態 が続 い て きま した ｡

そ れだけで は な く､ 何 の た め に どの よう に教 え るか

と い う方法 の 開発も大変 に 遅れ て い る と思 い ます ｡ 私

達は 今 コ ミ ュ ニ カ テ ィ ブ コ
- ス と リ テ ラ リ ー

コ
ー ス と

い う の も の を作 りた い と 思 っ て おり､
一

部実現 して い

ます｡
コ ミ ュ ニ カ テ ィ ブ ･

コ
ー ス は コ ミ ュ

ニ ケ -

シ ョ

ソ 能力を つ け る コ ー ス で ､ リ テ ラ リ ー ･
コ

ー ス は リ ス

ニ ソ グや リ
ー

デ ィ ソ グ に よ り 外国語 の 受容能力 を つ け

る コ
ー

ス で す｡ こ の 二 つ を軸に して ､ そ の 上 に強化 コ
ー

ス を設 け て 2 年生ま で は語学 を 鍛 え よ うと思 っ て い ま

す｡

なか で も､ これま で の 英語教育に 関 して 学生諸君 の

評判 は最低 で す｡ ワ
- ズ ワ

ー

ス が 専門 の 先生は ず っ と

ワ
- ズ ワ

ー ス の テ キ ス トを使 っ て おられ ､ 学生 に聞 い

て み る と ｢ 高校 の 時 よ りもか っ た るい 授業 だ ｡ 大学 に

入 っ て 発音を直され た こ と なん て
一 度も無 い ｡ 考 え て

み ると ､ 受験 の 頃 の 英語力が 最高 で した ｡ 衆, れか らは

落ち て い く
一

方 で す+ と 言う学生 が 多数 い る の で す｡

実用的能力と 教養理解力 と の 両方を失わせ て い る英語

教育だ っ た の で は ない か と英語 の 先生方 は非常 に 反省

して おられます｡ で すか ら､ な る べ く ネイ テ ィ ブ の 先生

を迎 え て う ん と 力を つ け て ､ で きれば英語 を使 っ て 自

分 の 文化を発信 で き る と こ ろま で や り た い と い う の が

先生方 の 希望 で す｡ 他 の 語学 で も同 じ こ とが言 えます｡

どの よう に して 実用的教育 と教養教育を実現 させ て い

く か ､ そ の た め に どう い う ク ラ ス 編成 に す るか ､ どの

よ うな教育 を や る か な ど語学教育に 問題が 集中 して い

ます ｡ そ れ で ､ 語学教育とい う言 い 方も止め ようと言

う こ と で ､ 言語教育と い う名前に 変 えま した ｡

こ の よう に語学教育 に は課題が 山 積 し て お り ､ こ れ

から変 え て い く と こ ろ の
一

番大事な部分だと思 い ます｡

･ 次に は ｢ パ イ+ の 大き さ と い う こ とで す｡ 多く の 大

学 が恐怖を感 じて い る パ イ ､ すな わち大学入 学志願者

の 大きさ ､ こ れをどう考 え た ら よ い の か ｡ こ の 点 に 関

して は 最近少 し雲行きが 変わ っ て きた よう に思 い ます｡

201 0 年問題 に怯 え て い ると い う状態か ら､ い や そ れ は

少 し違うの で は ない か と気 が つ い て き た よう に思われ

ます｡

結論 か ら言う と ､ 第
一 に ､ 大学を多く の 人 に 開放す

る と い う こ とを強 め て い か な け れ ば な らな い と い う こ

と で す｡ よく言われ る の は 3 点 セ ッ トとい う言葉 で す｡

大都市 の 大学 は学部を増設す る こ とが で きま せ ん ｡ 増

設す る な らば都会 か ら 離れ た 所 に 作 るか 特色の ある学

部を作 る か で す｡ そ う い う制限を突破 で き る 方法 が 3

点 セ ッ トと い う こ と で す｡ 3 点 セ ッ トと は ､ 社会人､

留学生､ 海外帰国子女 の こ と で す ｡ こ の 3 つ を入 れ て

計 画 す る こ と が 新学部 を 作 る と い う -
- ド ル を 飛び 越

え るた め の 方法 の
一

つ なの で す｡ 今立 教大学 で も 3 点

セ ッ トをどうす るか 色々 と議論 して い ます｡

こ の こ と は あ る意味 で は 象徴的 な こ と で す｡ そ れは

パ イ を18 歳 か ら2 2 歳 に 限定す る こ と が そ もそ も間違 で

は な い か と い う こ と で す｡ 教室 に い る学生が 全部19 歳

か ら23 歳 ぐらい だと い う状況 は本来 は異常 な こ と で す｡

ア メ リ カ で も､ 北欧 で も､ ドイ ツ や フ ラ ン ス で もそ う

で す が ､ 学生 の うち の 半数近くが 成人 で す ｡ これ は 外

国 の 大学 で は不 思議で もなん で もない こ と で す｡ 日 本

は そ う し て こ なか っ た の で す ｡ 学生 は1 8歳 か ら2 2 歳ま

で の こ と だ と考 え て きた の で す ｡ 今 これ を 広げ て い か

なければならない と思 い ます｡ そ う思 っ た とき に初 め

て パ イ は 減少す る だけ で は な い とい う こ とが 分か っ て

きます｡

第 二 に は ､ 最近ま で 気が つ か ず に 実態 を 見て 気が 付

い た こ と で す が ､ 女性 の 4 年制大学志向の 上 昇 とい う

こ と で す｡ 確 か 平成 5 年だ と思 い ますが ､ 女子 の 4 年

制大学志願率 が 男子 の 4 年制大学志願率を追 い 越 しま

した ｡ こ れ は 今後もず っ と続きます ｡ 文部省も大学関

係者も こ の 点を読み 誤 っ て い ま した ｡ も し こ の 勢い が

そ の まま続 桝ま､ 大学進学者 は減る の で は なく ､ 少な

く と も維持 で き るか ､ い や も っ と高くな る の で は な い

か と 思 い ます ｡ 女性 の 急激 な 上 昇 と 男性 の 緩慢な 上 昇

が 続い て い 桝 ま日本 の 大学進学率 は5 0 % に なります｡

い や も っ と高く ､ ひ ょ っ と した ら高校卒 の うちの8 0 %

位 が 大学 に行きた い と思う よう に なる の で は な い か と

こ こま で 言う人が い ます｡ 有馬朗人先生が こ の 前立 教

大学 に 釆 て ､ そ の ような話をして おられま した ｡

多く の 人 は5 0 % で 頭打ちと考 え て い る け れども､ ア
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メ リ カの 様子を見 て ると違うの で は ない か と思い ます｡

ア メ リ カ で は ､ 大学進学率が5 1 % に な っ た 時に急激 な

伸び が 起き て 今 の 状態に な りま した ｡ そ の 理 由は5 0 %

を 越 え た 時に ､ 大学 - 行か な い 人が マ イ ノ リ テ ィ
ー

と

な り､ そ の マ イ ノ リ テ ィ
ー に なる ま い と い う別の 力が

働い た か ら で ､ そ の 点か ら こ れか らも増え る だ ろう と

い う の がそ の 根拠 で す ｡ 私 はそ れが 当た っ て い る の で

は な い か と思 っ て い ます｡ 故 に ､ 大学 は い た ずら に危

模感を持 つ こ と は ない と思 っ て い ます｡ 危機感を持 つ

ぐ らい な らば､ 中身 を 変え て い く こ と に 力を注い で い

く こ とが 重要 で ある と 思い ます｡

以上私 の 感想も含め て 最近 の こ とを申 し上 げま した ｡

続い て ､ 長期的 に どん な課題 が 求め られ て い る か と い

う こ と を､ 教師 の 役割 とい う観点か ら幾 つ か 申 し上 げ

た い と思 い ます｡

外国制度の学び方を変えよう

一

自己点検 ･ 評価をめ ぐ っ て

一

つ は ､ 少 し大学 を 離れ て 考 え て み る必 要が あ る と

思い ます｡ 第 一

に､ 日 本 の 大学 の 歴史 は短 い と い う こ

とで す ｡ 明 治以来130 年 で す｡

一

番長 い 慶応義塾大学 で

も15 0 年 に な る か な らない か で ､ 東京大学 は12 0 年ぐら

い な も の で す｡
ヨ

ー

ロ
ッ

パ の 大 学 が 12 世紀 に 続 々 と

生まれ て い た と い う状態か ら 見れば､ 本当に短 い 歴史

です｡ そ の 短い 大学 の 歴史を息せ き切 っ て キ ャ ッ チ ア ッ

プ して い ますか ら､ 少 し反省 して み る こ とが 必 要 で す｡

少 し踏 み 込ん で み ます と､ 引き継 ぐべ く し て 引き継

が なか っ た 世界大学史の 遺産 と い う の が幾 つ か 有 る の

で は な い で し ょ う か ｡ さ き ほ ど申 し上 げた 極め て 硬直

した 学部 の 状況と い うも の は ､ 外国 の 大学 の 学部 はそ

う で は ない と い う こ と が わか り ､ 最近破られ つ つ あり

ます｡ つ ま り カ リ キ ュ ラ ム を 提供す る デ パ ー

ト メ ソ ト

と考 えれ ば よい の で は ない か と い う こ と で ､ 管理 運営

の 中心も学部段階 よ り も大学院 レ ベ ル の 方 に 移 した 方

が い い の で は な い か と い う考 え方も出 て き て い ます｡

こ の 考え は 旧 来の 学部制度を か な り 変え る考 え方で す｡

筑波大学 の よう に学系 ･ 学群制度 に 変 え て しまう と､

こ れ はま た 別の 問題 が 起き る と思 い ます が ､ 今の 学部

をもう少 し柔軟 に して い く こ と は ､ 必 要 な こ と で は な

い か と思 い ます｡

例 え ば､ 学位 で す が ､ 博士 の 学位 と い う の は ､ 末 は

博士 か 大臣か と い っ て す ごく偉 い も の だと思 っ て い ま

した ｡ しか し､ ア メ リ カ で は19 20 年くらい か ら博士 は ､

通行手形 の ようなもの だ と い う考 え に な っ て きた ｡ そ

れを 日 本は 取 り入 れなか っ た ｡ そ の た め に 今 どう い う

こ と が起き て い る か と い う と ､ 外国人留学生に 学位を

出せ ない とい う ､ 思い もよらない結果とな っ て しま っ

た ｡ こ れは や はり遺産を学ばなか っ た証拠だと思 い ま

す｡

もう
一

つ は､ 外国の 大学 の こ と を学 ぶ 時に 十分 な調

査や 十分な 検討を しなか っ た こ と で は な い か と思 い ま

す｡ 例 え ば､ 自己点検 ･ 評価とい うもの で す｡ 大学設

置基準に ｢ 大学 は 自己 点検
･

評価をす る もの とす る+

と書 い て あ ります ｡ ｢ す る も の とす る+ と い う こ とは ､

しな く て は い シナない こ と な の か ､ しなく て もい い こ と

なの か 良く分か らな い の で ､ 文部省 に 聞きに 行 っ た 人

が い ます ｡ 文部省 は ､ こ れは 努力義務規定 だ と答 え て

い ます ｡ 努力義務 ｡ 義務 で は 無い けれど､ 努力す る の

が 義務 だ とい う こ と で す か ､ よく わ か りま せ ん ｡ 私学

で は非常に 心 配 さ れ て ､ そ の 基準か マ ニ ュ ア ル が あ る

か と聞きま した が ､ 文部省 は マ ニ ュ ア ル など は作 っ て

い な い ､ 大学審議会の 答申 ｢大学教育 の 改善に つ い て+

の 後 ろ に 載 っ て い る参考例 の 自己 点検 ･ 評価項 目 の 表

を参照 し て い た だ きた い ､
マ ニ ュ ア ル は 各大学 で お作

りく だ さ い と当た り前 の こ とを答 え て い ます｡ そ して ､

自己点検
･

評価を 学則 で 表現 して おく必 要が ある の か ､

ま た ､ こ れを 行う こ と に よ っ て 財政上 の 変化が あ る の

か と い う質問 を しま した ｡ こ れは 実施 しな い と助成金

が 少 な く な る と い う心 配 が あ るか らで す ｡ そ れ に対 し

て ､ 文部省 はそ うい うもの と 連結 しな い と 答 え て い ま

す｡ 実際 は連結 して い る よう で すが ｡ と に か く努力義

務規定 な ん で す ｡

と こ ろが ､ こ の 制度 の 理 解 は 間違 っ て い ると思 い ま

す｡ そ れに 不 正 確だ と思 い ます ｡ 自 己 点検 ･ 評価を英

語 で どの よう に 言うか 何人 か の 先生 に 聞い て も誰も知

り ま せ ん ｡ セ ル フ ･ エ バ リ ュ エ
ー

シ ョ ソ と か セ ル フ ･

ア プ リ -

シ ュ
ー

シ ョ ソ とか 色 々 言い ますが ､ 違い ます｡

ア メ リ カ で はセ ル フ ･ ス タ デ ィ
ー

とい い ます｡
ユ ニ バ ー

シ テ ィ
ー

･ セ ル フ ･ ス タ デ ィ
ー

と い う の が 自己点検 ･
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評価 の 原語 で す ｡ ス タ デ ィ と い う の は 調査す る とか 吟

味す る と い う意味 で ､ 自分 で 自分 の 大学を吟味す る と

い う こ と で す｡ ス タ デ ィ
ー に エ バ リ ュ エ

ー

シ ョ ソ ､ 評

価とい う意味は あ りま せ ん ｡ で す か ら､ ｢ 自己点検+

だけ で よい と い う の が 私 の 考 え 方 で す｡ 自己点検｡ 自

分 で 自分 の 大学を点検す る､ そ れ で い い の で は な い で

し ょ うか ｡ 何 の た め に 点検す る か と言われ た ら改革す

る た め に ど ん な問題 が あ るか を点検す る｡ 凌) る い は ､

少 し良く した い が ､ そ れに は どう した らい い か を考え

る｡ そ れだ けで よい の で す ｡
ユ ニ バ ー

シ テ ィ
ー

･ セ ル

フ ･ ス タ デ ィ
ー

ある い は ユ ニ バ ー シ テ ィ
ー ･ ス タ デ ィ

ー

をす ぐに 自己評価と訳 して しまう の で ､ 勤務評定 で は

な い か と い う議論 に な る の で す ｡ 私 は点検 と い う言葉

しか 使わな い こ とに し て お ります｡ 何 の た め に 点検す

る の か ､ 改善の た め に 点検す る ん だ､ 他 の 目 的 で は な

い と主 張 し て お ります ｡ こ の よう な こ と
一

つ を見 て も

わか る よう に ､ 外国制度の 学 び方 が まず い よ うな 気 が

します｡

テ ニ ュ ア と任期制

もう
一

つ は ､ 今任期制 に か らん で 問題 に な っ て い る

テ ニ ュ ア 制で す｡

ア メ リ カ で は テ ニ ュ ア が活発に 行わ れて い て ､ 上級

の 教授 た ちは テ ニ ュ ア を と るた め に
一

生懸命勉強す る､

だか ら競争原理 が 働 い て い い ん だとか ､ テ ニ ュ ア 制度

が あ るた め に 任期制 ･･ 契約制が 実行 で き る の だ とい う

議論が ありますが ､ そ の 議論 は不 正確 で す｡ テ ニ
ュ ア

と い うも の の 歴史を 読 ん で み る と わか ります が ､ ア メ

リ カ で は テ ニ
ュ ア と い う の は 大学 に もあ る し､ 小中学

校 の 先生 に もあ ります｡ そ の テ ニ ュ ア が い つ で きた か

と い う と18 8 0 年代 の 闘争 の 中 で 獲得 さ れ て きま した ｡

身分 が 非常に 不安定 で い つ 首 に な る か わか らない ｡ こ

れ で は 研究 ､ 教育は で きない とい う闘争の 中 で テ ニ
ュ

ア 制度 が 位置付 い て きた の で す｡ 日本 で は そ う い う こ

と を考 え な い で ､ 今の 大学審議会もそ う で すが ､ 任期

制 の 検討 に 当た っ て テ ニ ュ ア と契約制 ､ こ れを結 び 付

ければも っ と い い の で は ない か と考え て い ます｡ 冗談

じ ゃ な い と 言 い た い の で す｡ 戦後 日本 が 大学を 作 っ た

と き大学教授の 身分 は 保証されま した ｡ 何 で 保証 さ れ

た か ､ そ れ は 国家公務員法と教育公務員特例法 で す｡

更に ､ 労働基準法 に よ っ て 2 年以 上 の 任期契約 は で き

な い よう に な っ て い ます｡ そ して ､ そ の 意 に反 して 不

利益処分 は行わない と い う こ とが 国家公務員法 で 定め

られて い ます｡ こ の よう に幾重 に も保障され て い る の

で す ｡ そ れ は ど こ か ら 出て き て い る か と い う と ､ 今の

テ ニ
ュ ア の 制度か ら で す｡

そ の テ ニ ュ ア の 制度を敗戦後 の 日本 が どう して 採 っ

た か と い うと ､ 戦前 の 苦い 経験 が あ っ た か ら で す｡ 戦

前は い つ で も首を 切 られ る と い う状況が あ っ た た め､

大学 に 関 して は 特 に大学教員の 身分とい うもの が保証

された の で す ｡

私は ､ 帰 る と こ ろ の ある 任期制 は 採用 して かまわな

い と 思い ます｡ そ れ は大学 の 論理 に 則 し て や っ て い け

ばい い の で す｡ と こ ろが ､ 帰 ると こ ろ の 無 い 任期制で ､

今言われ て い る の が まさ に こ れな の で す が ､ 国公私 立

を通 じて ､ しか も助手か ら教授ま で を含 め て 採用 して

は どう で すか と言 っ て い る の で す｡ も し帰 る と こ ろ の

無 い 人 に 任期制が で きた ら どう な るか を考 え ると傑然

とい た します｡ 5 年 か ､ プ ラ ス ア ル フ ァ を入 れ て も7

年くらい で ぶ つ ぶ つ 切られる の で す｡ そ れが 普通に な っ

て い く の で す｡ そ の ような職域 に誰 が 来る もの です か ｡

どん な 高給 で も 7 年 で お終 い め場所 で すと い われた ら

誰も釆ませ ん ｡ 2 2 歳 で 勤 め て 29 歳 で お終 い と い うそ ん

な職場に は誰も行きませ ん｡ 首を 切られ るだ け で な く

て ､ 年金も駄 目 に な る し､ 第
一

､ 落ち つ い て 仕事 が で

きま せ ん ｡ 古文書 の 解読と い うの は10 年 が か り の 仕事

で す が ､ そ う い う こ と は全く で きなくなります｡ 私 は

こ れ は最大の 悪策 だ と思 っ て い ます｡

大学審議会が 色 々 な こ とを言 っ て い ます が ､ こ の こ

と に つ い て 有馬 さ ん に も申 し上 げま した ｡ ｢ 大学 が こ

の まま で は い け な い と い う診断書 は ､ 多分審議会も私

も共通 で す が ､ しか し､ 処方寒は全く違 い ます ｡ こ ん

な処方寒で こ ん な劇薬を飲まされ た らた ま っ た もの で

は ない ､ 大学 は 死 ん で しま い ます｡ 今大学 は 一 生懸命

に 自分 で 変 え よう と して 自己点検 ･ 評価を しよ うと し

て い る の で す ｡ どう して 待 て ない の で す か+ ｡ 私 は
一

人 に な っ て もあの 任期制に 対 し て は批判 して い こ うと

思 っ て い ます｡
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社会からの 要請の変化

2 番目 は､ 社会的要請 の 変化と い う の をどう見 る か

と い う こ と で す｡ 最近私 が読ん だ 一

番面白い 読み 物 に ､

平成 7 年 4 月24 日 に 日経連教育特別委員会 が 出 した

『新時代 に挑戦す る大学教育 と企 業 の 対応』 と い う題

名 の レ ポ ー

ト が あ ります ｡ 新聞等 で 取 り上 げら れま し

た か ら､ お読 み に な っ た 先生も多 い と 思い ます が ､ 2 1

世紀 に 向け て 大学に 何を望むか と い う こ と が書 い て あ

ります｡

そ の 1 番 目 が ｢ 新時代 に 求 め ら れる 多様 な人材像+

とい う事項 で ､ そ の 内容項 目を読 み 上 げます と ､ 1 . 人

間性豊か な構想力 の ある 人材 ､ 2 . 独創性 ･ 創造性 の あ

る人材､ 3 . 問題発見 ･ 解決能力を 有す る人材､ 4 . グ ロ
ー

バ リ ゼ
-

シ ョ ソ に対応 で き る人材 ､ 5 .

I) - ダ ー

シ ッ フ

を有す る人材､ が あ げ られ て おり ､ こ う い う人材を大

学 は育 て て くれと言 っ て い る わけ で す｡ こ れを見 て 私

は び っ く り しま した ｡ こ れ は戦後私達教育学老が ず っ

と言 っ て きた こ と で す｡

小中学校の 教育を変え な ければならない 時､ 私達が

小中学校 の 先生方 に どう い う こ とを言 っ て きた と思 い

ます か ｡ ｢ こ れか らは ､ 自分 で 問題 を 発見 して い く よ

うな子 どもを作りま しょ う｡ そ し て ､ そ れを解決す る

に は どう した ら い い か と い う こ とを 自分 で 考 え る こ と

の で き る子 ど もを作 りま し ょ う｡ 日本 の こ とだ け で は

なく て 外国 の こ と に関 心を 持 つ 子 ど もを育 て ま し ょ う｡

勉強が で き る だけ で は駄 目 で す､ 人間性の 豊か な 創造

力の ある 子 ど もを作 りま し ょ う｡+ とず っ と言 っ て き

た こ と で す｡ そ れ と 同 じ こ とが 今改 め て 日経連の 企 業

人に よ っ て 善 か れ て い ま す｡ 学者 が 入 っ て ま と め た も

の で は ありま せ ん ｡ 聞く と こ ろ に よ る と､ 日経連に 人

間塾 と い う勉強会が あ っ て ､ そ こ で 練 り上 げた もの だ

と い う こ と で した ｡

次 い で ､ ｢ 大 学教育の 目指すもの+ と い う事項 で ､

そ こ に は ､ 1 . 人 間形成 の 充実 ､ 2 . 基礎教育 の 充実 ､

3 . 専門教育の 充実 ､ 4 . 異文化理 解 の 充実､ とい う項 目

が あげられて い ます｡ 結構 で も っ とも な こ とばか り で

す｡ しか し､ 忌慣 なく言 えば ､ こ うい う人材 を 大学 で

育 て られなく した の は ､ 高度経済成長期 の 企 業だ っ た

の で は な い で し ょ う か ｡ 企 業 は指定校制度 と い うもの

を最後ま で 外 しませ ん で した ｡ だ か ら東大 の 卒業生 と

そ れ以外 の 大学 の 卒業生は 就職活動に 行 っ て も入 口 が

別とい うような体制が設けられ て きま した ｡ そ れ の 基

準に な っ た の が 偏差値 で す｡ 結局偏差値 で 決 め て い た

の で す｡ 従 っ て ､ 自分が 作 っ て き た 体制の こ とに 注文

を つ け て い る の で は ない か と思わざるを得ま せ ん ｡

た だ し､ 要求 の 中に は 大学 が長期的 に は応 え な く て

は い け ない 課題も有 る と思 い ます ｡ と い う の は ､ 2 1 世

紀 の 日本 の 経済活動 は ､ 否応 な しに ､ 地球的規模 の も

の に な ります｡ そ の 時に ､ 外国の 文化も分 か ら な い ､

日本 の 文化も分か っ て い な い ､ 外国語も使 え な い な ど

とい う社員で は 駄 目だ｡ い ざも の を決め ると い う時に ､

マ マ に相談 して きますなん て 言 っ て い る よう で は駄 目

だ と ､ そ うい う危機感 の 現れな の で す｡ さすが に経済

界 は銃 く そ の 危機感を 先取 り し て い る と 思い ます｡

2 0年前ま で ､ 財界､ 特 に 日経連は何と言 っ て き た か

と い うと､ 大学 に 対 して 専門教育を充実させ ろ充実さ

せ ろ と ず っ と言 っ て きま した ｡

一

般教育な ど は早 く な

く せ と 言 っ て きま した ｡ 今や こ の 有 り様 で す｡ 逆転 し

て い ます｡ 教養教育 こそ 大事だ と 言 っ て い ます｡ そ の

背後 に あ る の は ､ 2 1 世紀 に 向け て 教育の ど こ を解決 し

て ゆ か な ければな ら ない か とい う課題が 見 え て い るの

で す ｡ 産業界 は こ の こ とを本気 で 考 え て い ます ｡ 企 業

の 浮沈 に 係 わ る 問題 だ と 本気 で 考 え て い る の で す ｡

だ か ら こ そ ､ 今大学 が ､ こ う い う ように します と 言 え

る チ ャ ソ ス で も あ る の で す｡

教養教育の とらえ直し

も う
一

つ は
､ 教養教育 の 中身 と い う も の を 作 っ て い

く 必 要 が あ る と い う こ と で す｡

50 年前 に 日本 の 大学 に教養教育が 入 っ て きた 時 に ､

そ の 当時の 人達 が考 え られ な か っ た 問題 は何 か と い う

と ､ そ れ は 教養 の 内容 の こ と で す ｡

当時の 多く の 人達 は ヒ ュ
ー

マ ニ テ ィ
ー ズ の 教育 が 教

養教育だと思 っ て い ま した ｡ 従 っ て ､ 科学をや る に し

て も科学哲学 と い う形 で 科学を教 え るん だ と か ､ 勿論

文芸 と 哲学 は 一

般教育 の 基本 で あ る とか ､ ギ リ シ ア ･

ロ
ー

マ 問題か ら西 洋教育思想 の 流れ はきちん とおさえ

なく て は い け な い な ど と言われ､ こ う い う形 で
一 般教
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育を組み 立 て て きた ように 思 い ます｡

しか し､ 現在､ 当時 の 日本人 の 教養の 中に入 っ て い

な か っ た もの が 幾 つ か あ る と思 い ます ｡ そ の
一 つ は 宇

宙論 で す｡ こ の5 0 年間 の 宇宙開発 は ､ 以前 の 人間が 考

え られなか っ た ほ どの ス ピ ー ドで 進 ん で い ます｡ そ の

ような 中で 作られ つ つ ある宇宙論 はほ ぼ 哲学 に近くな っ

て きて い ます｡

2 番目 は 環境論 で す｡ 自然を人間と の 関わ り で 見 る

と い う こ とは ､ 50 年前 の 日本人に は で き な い こ と で し

た ｡ そ れが 今急激 に課題 と して あが っ て き て い ます｡

そ れか ら 3 番 目 は人権論 で す｡ こ の 分野 で は 世界的 に

南北問題等と い ろ ん な深まり を も っ て き て い ます ｡

最後は ､ 最近話題 の 生命論 で す｡ ご承知 の とおり こ の

分野 は大変大き い 問題 で あ ります｡ 2 1 世紀 に か け て 恐

らく 宇宙論 ､ 環境論､ 人権論 ､ 生命論 の 4 つ は 非常に

大きな問題 に な っ て い くもの と思われます｡ 今後 の 大

学 の 教養教育に は そ う い うもの を取り入 れ て ､ 新しい

教養人を作 っ て い くと い う の が こ れ か らの 役 目 で は な

い で し ょ うか ｡

と こ ろ で ､ 日経連の 報告書 が奇しくも言 っ て い る こ

と は ､ 大学 は ア ン ダ ー グ ラ ジ ュ エ
ー ト教養教育を し っ

か りや っ て ください と い う メ ッ セ ー ジ で す ｡ 今ま で 専

門だ けを覚え なさい ､ 学力を つ けなさ い ､ 技能教育を

や りなさい とい っ て い た こ とと は 全く違 い ます ｡ 正 に

教養教育をや れ と い う メ ッ セ ー ジを 私達 は受 け取 っ た

の で す｡ ア ソ ダ ー グ ラ ジ ュ エ ー ト教育の 目標 は ｢ 専門

性あ る教養人+ を 作 っ て い く と い う こ と に あ る と思 っ

て い ます｡ か つ て 私達は ｢ 教養ある専門人+ を作 る こ

と が 第 1 の 役割 だ と思 っ て きま した ｡ 逆転す る必 要が

あ る の で す｡ 専門性ある教養人を 作 る こ と に成功 した

大学 が2 1 世紀 の サ バ イ バ ル に 生き抜 い て い け る の で は

な い か と思 っ て 自分を励ま しな が ら ､ 私も立 教大学 で

全学共通 カ リ キ ュ ラ ム の 仕事をや っ て き て い る の で す｡

最後 に な りま した が ､ 2 つ だけ関連した ト ピ
ッ ク ス

をお話 し て 終わ り に した い と思い ます｡

創造性を育てる手順

一 つ は ､ 今色 々 な所 で 言われ て い る創造性とい うも

の を 作 っ て い く に は どう した らい い か と い う ､ 大学 の

枠を越 え た 課題 が あ ります が ､ そ れ に つ い て 書か れた

非常 に面白い 文章を ご紹介 して おきます｡

｢ 2 1 世紀 フ ォ
ー

ラ ム+ と い う財団法人政策科学研究

所 が 出 して い る雑誌 で すが ､ こ れに イ ン タ ビ ュ
ー

記事

が 載 っ て い ま した ｡ ｢ 日米学生比較一創造性を め ぐ っ

て+ と い う文 で す｡ 神 田 先生 と い う マ サ チ ュ
ー セ ッ ツ

工 科大学 ( M I T ) の 建築都市計画学部建築学科 の シ

ニ ア レ ク チ ュ ラ
ー を な さ っ て い る方 で すが ､ 日 本 と ア

メ リ カ の 学生を比 べ て ど ちらが創造性が あ るか と い う

こ と を書 い て い ます｡

私 は 当然 ｢ ア メ リ カ の 学生 が 創造性があ る､ 日 本の

学生 は駄 目だ+ と書い て ある と思 っ て 読 ん で み ま した

ら違う ん で す｡ こ の 先生 の 話 で す と､ 建築の 学生 の こ

と で す が ､ 学部 の 段階 で は､ 両者 に 創造性 の 差 は な い

と い う こ と で す｡ 学部 の 段階 で は 日 本 の 学生達も結構

創造性 が ある ｡ ア メ リ カが 勝 っ て い て 日本 は駄 目 だと

か ､ 東工 大 は駄目 で M I T は す ごい なん て い う こ と は

ない と の こ と で す｡ と こ ろ が ､ 大学院に 行 っ て か ら断

然 ア メ リ カ の 学生が オ リ ジ ナ リ テ ィ
ー を発揮 して く る

の だそ う で す｡ 日 本 は大学院に い っ て か ら駄目 に な る

と い うの で す｡ どう して か と い うと ､ ア メ リ カ の 大学

は大学院生 に対 し て サ ポ ー トをきちん と や っ て い る か

らだ そ う で す｡

サ ポ ー トと い う の は ､ ラ ー

ニ ソ グ ･ サ ポ ー ト ･ シ ス

テ ム と か エ デ ュ ケ ー シ ョ ナ ル ･

サ ポ ー ト ･ シ ス テ ム と

い う言 い 方 で 表現 さ れ て い ます が ､ 学生達 の 研究 が ど

こ ま で 進 ん で い る か ､ こ の 次 は どう した ら よい か ､ と

い う こ とをきちん ときめ 細か く サ ポ ー ト して い て ､ そ

れ で 自然 に学生た ちは 自分 の 方向性をき ち ん と 身 に つ

け る の だ そ う で す｡ で すか ら､ 種 を 蒔い た だ け の 粗放

農業 と は違う の で す｡ そ の 次 は ､ 時間や 余裕をきちん

と 設定 して ､ 体験学習 の 機会を大学院に 入 っ て か らも

ふ ん だ ん に与 え て い く｡ こ の ±っ に よ っ て 両者 に オ リ

ジナ リ テ ィ の 明確 な差 が で き て く る と書 い て あります｡

私 は 専攻 が違 い ますか ら自然科学系 の こ と は よく分か

りま せ ん が ､ 上 か ら決 め た教室 の テ
ー

マ を割 り 当て て

指導す る よう な シ ス テ ム で は 多分駄 目 な の で す｡ こ れ

は お読 み に なる こ とをお勧 め した い 論文 の
一

つ で す｡

こ の こ と か ら思うの で す が ､ 日 本 の 学部教育 は こ れ

で い い の か と い う こ と で す｡ 結構創造性 が あ る と褒 め
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られ て い ますが ､ 本当に そ れ で い い の だ ろう か と思 っ

て い ます ｡ そ れ に は ､ 学生 た ちの 中 に ある私達の 持 っ

て い ない 能力を見出す必要が ある の で は ない か と思 い

ます｡ そ の 能力 の
一

つ に 音響 と映像と い うもの を受け

入 れる能力が あります｡ こ の 能力は私達の 世代は 弱く ､

音響と映像の 両方 で 考 え ると い う力は ありま せ ん ｡ 私

達は 文字文化の 中 で 育 っ て きま した か ら､ テ レ ビ を見

る の は 遊 び だと 思 っ て しま い ます｡ 文化 の 中の 映像 と

音響 ､ こ れ らの も っ て い る 教育力 と い うもの を きち ん

と 受け 止 め られ る の は ､ こ れか らの 若 い 学生諸君な の

で す ｡ そ こ を馬鹿 に しない で 付き合 っ て い か なけ れば

な らない と思 い ます｡

マ ンガと ｢ 臨場感+

一 番 ギ ャ ッ プを感ず る の は マ ン ガ で は ない で し ょ う

か｡ 大学 の 先生の 大半 は ｢ マ ソ ガ を読む学生が 溢れ て

い る か らい けない+ とお っ しゃ い ます｡ ｢ 日 本 で は ､

背広を着た3 0代 の い い 男 が マ ソ ガ雑誌 を 読ん で い る｡

ア メ リ カ で は考 え られ な い こ と で す+ と嘆 か れます が ､

こ れは 間違 い だと 思い ます ｡ 新 しい カ ル チ ャ
ー

が で き

て き た の で す｡ まず第
一

に 日 本 の マ ソ ガ は 極 め て レ ベ

ル が 高く､ 世界
一

の 水準 で は な い で し ょ うか ｡ 先年､

東大 の 大学院 生達 の 自主 合宿の テ
ー

マ と い う の を み て

驚きま した ｡ そ れは ｢柴門ふ み と 同級生+ と い う テ ー

マ で マ ン ガを通 じて 青年論を考 え る と い うもの で した ｡

私 は柴門ふ み と い う人を 知 り ませ ん で した が ､ 後 で ､

柴門ふ み さん と い う人 はす ご く優秀 な人 で ､ 『同 ･ 級 ･

生』 とい う の は そ の ヒ
ッ ト マ ソ ガだ と い う こ とを聞き

ま して ､ と に かく そ の マ ン ガ を貸して くれ と言 い ま し

た ら､ ドク タ
ー

コ
ー

ス の 学生が す ぐに 持 っ て き て く れ

ま した ｡ 面白 い ｡ そ の 感動 と い う の は ､ か つ て 私達 が

短編小説を読ん だ こ ろ と殆ど変わ りま せ ん で した｡ 私

達は映像の 中 か ら教養を身 に つ け る と い う力が 弱 い と

思 い ま した ｡ と い う こ と ば ､ 逆に 映像 や 音響を使 っ た

授業を組 み 立 て れ ば よい と い う こ と で す し､ そ の 工 夫

をも っ と す べ きだ と 思い ます｡

二 つ 目は 学生諸君 の も っ て い る 別 の 感覚､ ｢ 臨場感

と い うもの を求め る+ とい う事実を尊重す る こ と で す｡

臨場感を求め る と い う こ と は どうい う こ と か と い う

と､ 第三 者の した り顔 や 言葉は あま り信 じない と い う

こ と で す ｡
こ れ は講義を して い て よく感じます｡ 概説

などの 講義 で ､ 学生諸君 に覚 え て 欲 しい こ と を列挙 し

た りす る と と た ん に 白け る｡
こ の よう に彼等は 死ん だ

言葉と い うも の に感動 しなくな っ て い ます ｡ そ の 代わ

り に ､ 何 に 感動す る か とい うと､ 当事者 の 言葉に 対 し

て で す｡

例 え ば､ 千葉大学教養部 で
一

番成功 した ｢ 戦後 日本

の 労働争議と人間+ とい う 1 年間の 総合講義が行われ

ま した が ､ そ の 講義 の 中 で 決定的に 強か っ た の は 戦後

の 労働争議 の 当事者 の 方 々 を次 々 に 招い て き た こ と で

す｡ 私語など全くなく ､ 水を打 っ た よう に何 百 人と い

う学生諸君 が 聞きま した ｡ 私 の 場合 で した ら､ 教育学

概説を講義す る時 に ､ 現場 の 先生 を 呼ん で き て 話を し

て もら っ た り ､ あ る い は 討論 を して も ら っ て い ます｡

こ れ ぐらい 強い も の は な い の で す ｡

そ れを生 み 出 した もの は 何か と い う と私 は テ レ ビ だ

と思い ます｡ テ レ ビ は 臨場性 の ある メ デ ィ ア で す｡ 台

風 が 釆た 時に ､ どう して ア ナ ウ ソ サ
ー

が 吹 き 飛ば され

そ うに なり なが ら ｢ 大変で す ､ 大変 で す+ とい うの か｡

や は り臨場感とい うもの を求 め て ､ そ れを表現 した い

か ら で す｡ と い う の は ､ 臨場感 こ そ 説得力 が あ る か ら

で す｡

そ う い う と こ ろを 大事 に し て い く 必 要が ある と私 は

思い ます｡ 私達教育学老 か らみ る と ､ こ う い う話題が

大学を前進 さ せ るた め に は ､ 極 め て 大事な 点 で は な い

か と 思 っ て い ます｡

つ た ない 話 で ､ 時間もだ い ぶ 過ぎま した が ､ 本 日の

話を 一 応終わらせ て い た だきます｡ 御清聴あり が と う

ご ざい ま した ｡
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