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教養部にかかわる構想検討委員会

からの報告
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教 養 部 に か か わ る 構 想 検 討 委 員 会

か ら の 報 告 に つ い て （所感）

平成元年 2月1 8 日

総長 西 品 安 則

京都大学 の 学風を 継承 し ， 学 問 の府 と して 将来へ の 力強い 発 展を 期す た め ， 学 の 総合について

積 極的 な 論議 が な さ れ ， そ の 理念に基づいて ， 現在い く つか の 将来構想が練 ら れ ， 具体的 な 計 画

が 立て ら れてお り ま す。 そ れ ら の 計画 の実 現の た め の最 も重 要な推進力は ， 申 す ま で も な く ， 学

内 にお ける 内 発的な 改革 への 意欲 と ， 全学的 に構想を ま と めてい く真剣 な取 り 組み に あ り ま す。

教養部にかかわる 構想 検討 委員 会 （委員長藤津令夫教授） か ら こ の た び

総合人間学部の 新設 について

京 都大学にお ける 教養諜程 教育の改革案

学術 総合研究科の 基本構想

の 3項 目 に ついて の報告を 受け ま し た 。

こ れ ら の報告 は 昭 和 5 3 年 （1978) 12月 「科学基礎研究科設 置案 等調査検討委 員 会」 （委員長藤

津令夫 教侵） が ， 教養部にお ける 教養課程 改善案 な ら びに 教養部を 基盤 と する 研究科設置案 の 構

想を 受 けて， 全学的な 立場か ら 検討を始 め て以 来 ， 10年間 の 一貫 し た寝議 の 集 大成 と も 言 う べ き

も の で あ り ま す。 こ の審議 の 経緯 に ついて は ， 昭 和63年(1988) 2月 に委員会の報告を 京大広報

に掲載 する際 の 所感におL、て 詳 し く 述べた と こ ろ で あ り ま す。 〔 京大広報iも 346〕

“「白 然 と 人 間 と の 新た な 全体的調和」 は ， 求め ら れる 文 明 の 理想 で ある と共 に ， そ の 文 明を 担

う べ き 人 類の 新 しい 人 間性 （ humanilas） の あ り かを 示す も の で ある。 ” と しづ 基本的 な理念に

立 って， “ こ れ ま で の 人文主義的教養や単なる 総合的教 養教 育 の 枠を 超え ” ， “文明 と 人間 性の 新 た

な次 元を聞 く 画期的 な 研究 ・ 教 育を 可能にする” た め， 木学に「 総合 人 間学部」 を 新設 し よ う と

する も の で あ り ま す。 ま た ， こ の 「総合人 間学部J の 発足 と と も に ， 木学の 学部教育にお ける 教

養 課程 と専 門課程 の 区分が廃止 さ れ ， －J'.t し た統一ある 課程 が生 ま れる こ と に な り ま す。 し か

し ， そ の こ と が学部教 育にお ける専門 分野 の 縦割 り の 傾向を助長 し ない よ う ， こ の 「総合人 間学

部」 が 一般教育の実質的な責任部局 と して の 役割を持 つ と と も に ， 全学部の協 力 に よ って 学部教

育にお ける 学の 総合 の 突を あ げる 方策 が提起 さ れてい ま す。 さ ら に ， こ の 「学術 総 合 研 究 科」

は ， 本学の大学院教 育 と 研究にお ける 総合 性 と 統合性に つ し 、て ， 政極的 な 役割を 果 し うる よ う梢

想 さ れ た 木学最初の 独立研究科であ り ま す。 以 上の よ う な趣旨が ， こ の 3 つ の報告 に それぞれ具

体的に述べ ら れてい ま す。

昭和24年 （ 1949） 新制大学発足以 来40年を 経て ， 今 ， 総合大学の あ り 方は重要な転 機を迎えて

お り ま す。 こ の報告 に盛 ら れ た 画期的な構想は ， し か し な が ら， 木学の 伝統的な学風 に変革を き

たす も の では な く ， む し ろ 本学独 自 の 学風 の 発展に対する束縛を 解 き ， よ り 力強い 展開を 可能に

する も の で ある と 信 じ ま す。

こ の 重要な時期 に長期間にわた り 困難な諜 題に取 り 組み ， 全学的な 検討を 深めつつ ， ー具 体的な

構 想を ま と めて 下 さ っ た藤津令夫 委 員長 は じめ ， 委 員 の皆様に 深甚 な倣1訟を 表 し たい と思い ま

す。 ま た ， こ の 論議 の過程 で ご尽 力賜 わ っ た 全学 の 関係者に ， 厚 く 感謝い た し ま す。

〔 京大広報Iも 346 に掲載 し た 「教養部にかかわる 構想検討委員会か ら の報告 について （所感） 」 は

参考資料 と して こ の 別冊 に 再録 し ま し た。〕
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総 長 西 島 安 則 殿

平成 元 年 1月21 日

教 養部にかか わ る 構想検 討委 員 会

委員長 藤 津 令 夫

教養部にかかわ る 構想検討委員会

の報告に つ いて

教 養部にかかわ る 構想 検討委員会は ， 下記 の 事項 に ついて ， 審議を 重ねて 参 りま し た が ，

こ の た び ， そ の 構想がま とま りま し た の で ， こ こ に報告 い た しま す。

記

(1) 総 合人 間 学 部 の 新設 に つ いて

(2) 京都大学に お け る教義 課程教 育 の 改革案

(3) 学術総 合研究科の 基本構想
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教養部にかかわる構想検討委員会

からの報告
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京 大 広 報 1989. 3. 1 

I 総合人間学部の新設について

§ 1 . 設 置 の 目 的

科学技術 の 進歩 と 近代社 会の 発展は ， 人類の幸福を 様 々 な仕方 で増 進 さ せ たが， そ の 反 面 自

然環境 の破壊 や社 会的対立 ， 文化 ・ 生活 ・ 生命 観そ のも の の混乱 と い っ た 多 く の困 難を 我々 に

も た ら し た。 こ の よ う な 状況を打開 し て ， 未来に 及ぶ 人類 の活 力 ある 生存 と 文 明 の 新 た な 発展

の 可能性を 切 り 開 く た め に は ， こ れま での 諸科学の よ う に ， 各専門分野に限定 さ れた 個 別的研

究 ・ 教育に終わる の で は な く ， そ れ らを 総合 し て 現実を 全体 的に 捉 え ， こ れに 指針を 与 え うる

よ う な 新 た な 学問的蛍 為を 確立する こ と が求め ら れる 。 す な わ ち 宇宙 ・ 地球 規模 に わ たる 自然

環境の全体を 統一的に把握 し ， 同時 に そ れ と の 相 互 作用 の う ち に ある 人間存在の 全体像を 的確

に認識する こ と に よ っ て ， 自 然、 と 人 間 と の 新た な 全体的調和を 可能にする 文 明 の 条 件を 探究す

る こ と が ， 必須 の 課題 と なる で あ ろ う 。

「 自 然、 と 人 間 との新 た な 全体的調和 」 は ， 求め ら れる 文 明 の 理想 で ある と共 に， そ の 文 明を

担 う べ き 人類の走行 し い 人 間性 （humanitas） の あ り かを示 す も の で ある 。 し たが っ て こ の 理

想の 実現に 向 け て 現実 の 全体を 総 合 的 に 研 究 し ， そ の成 果を 通 じ て 望ま れる 新た な 人間 形成

(homo humanus） を 目指 す と する な ら ば， それは こ れ迄 の 人文主義的教養や単なる 総合的教

養教育の 枠を 超 え ， 21 世紀 に 向 かつ て 文 明 と 人 間 性の 新た な次 元を 聞 く 画期 的な 研究 ・ 教育を

可能にする も の と な ろ う 。

以上 の 見地か ら ， 新 た な 学部 と し て， 京都大学に「 総合 人 間学部」 を 設立 せん と する も の で

ある 。

§ 2 . 基 本 構 想

自 然 と 人 間 の 調和 し た発展の 可能性を探 究する た め に は ， 専門諸科学に よる 各領域の精密 な

分析的研究 と共 に ， そ の 研究成果を も と に し て ， 自 然 と 人 間 と が そ れ ぞれ統一体 と し て 機能 し

互 い に 調和 し あ う こ との で きる 条 件を ， 総合的 ・ 全体的 に 明 ら か に せねば な ら ぬ。 こ の よ う な

「 自 然 と 人 間」 全体の 総合的把握 と し、 う 課題に応える た め ， 木学部で は ， 人 間存在の総合的研

究を 行な う「 人 間学科」 ， 自 然環境の総合的研究を 行な う「 自 然環境学科」 を 設置する 。

現代世界 の 大 き な 特徴は ， そ の 未曽有 の 発展 お よ びそ れ に伴 っ て惹起 さ れ た 困難が ， 共 に 科

学 ・ 技術 の著 し い 進歩を 原動力 と し て いる こ と で ある 。 科学 ・ 技術 の 基礎的枠組 と なる の は ，

数理的 自 然学で ある 。 従 っ て こ の よ う な数理的 自 然学 の よ っ て立 つ基盤を ， そ の 歴史 と 原理の

両面か ら総合的に 探究する こ と は ， 人 類文化 に 新 た な 展開を も た らす知的地盤を 提示する こ と
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に な ろ う 。 こ の よ う な 目 的を も っ て 木学部に 「基礎科学科」 を 設置する 。

現 代世 界 の も う 一つ の 特徴は， 国際 化で ある 。 社会 ・ 経済の 発展 と 交流 手 段 の 発達 に よ っ

て ， 接触 と 対話 が地球 全体に起 こ っ た結 果 ， 文化の 多様性 と共 通性 ， す な わち文化の 国際 性が

い たる と こ ろ で認識 さ れ ざるを え な く な っ た。 同際 性の 認識を 欠い て ， 人類文化に今後 の 豊か

な 発展は期 し 難し、。 研究の焦点、を ， こ の よう な 文化 の 普遍的次 元 と 地滅 的多 様性 と に 合わせ ，

木学部に「 間際 文化学科」 を 設置 する 。

§ 3 . 養成され る 人材

現代の 日 本 社会は ， 科学技術 の 驚異的 発展を も と に し て 産 業 ， 経済 ， 政治 ， 制度の 全般にわ

たる 近 代化を 遂げ た に も かかわ ら ず ， 伝統的 な 行動規範と精神 文化を よ く 保存 し ， こ れに よ っ

て 近代 ・ 現代 社会に 特有な諸弊宵 に'r1＇ さ れる割合が比較 的少 な L、 と指摘 さ れ て L、る 。 し か し 今

後 ， 日 木の 社会構造の 骨組に王るま で科学技術 と 近代化の 影響が進み， 吏 に円 本全体が念、速 な

国際 化の 動 き に よ っ て 変質 さ れ ざるを え ない と する と， 上 に述 べ た 日 木 の 現 代社会の「 良 き」

特徴 と言 われる も の も， こ のま ま維 持 さ れ うる と は考 え 難い 。 む し ろ 伝統文化の影響はすみや

か に 薄れ てい き ， 技術 化 ・ 情報 化 ・ 間際 化の 潮流が溢 れる な か で， 人 々 の追 求すべ き 文化 と 社

会の 価値が見失 われる とい っ た 事態 も 十分予想 さ れる 。

こ の よ う な 社会 では ， 様 々 な分野で の専門 的妓術 者や情報 媒介者は次 々 と再 生産 さ れる であ

ろ う が， 文 明 と 社会 と の 全体を 見渡 し て 新 しい 文化 の 基準を 創 出 し ， 個人に真 の 生 き がし、を 与

える よ う な 行 為 の 方 向を探 究する 人物は希 と なる で あ ろ う 。 し か し そ うい う 人物 こ そ が ， こ れ

か ら の 日 本や人類に活 力 ある 文化を も た ら し ， 新 た な福祉 の可 能性を 拓 く こ と が で きる の で あ

る 。 こ の よう な 人物を 得る た め に は ， 何 よ り もま ず柔軟な思 考 と 未来への 観点か ら矯 われる 高

度 の 教養を 身に つけ た 人 材を 養成する 必要が ある 。 「総合人間学部」 は ， ま さ に こ う し た課題

に応える ため に つ く ら れる 学部である 。

こ れま で の専門 学部 で養成 さ れる 人材の 目 的が ， 各専 門分野に 通 じ た ス ペ シ ャ リ ス ト に ある

と すれ ば ， 新 しい 「総合人 間学部」 で養成 さ れる 人材の 目 的は ， 上記の意味での 「 ジ ェ ネ ラ リ

ス ト 」 に ある 。 し たが っ て こ こ で言 う ジ ェ ネ ラ リ ス ト は ， 単 に 広 く て浅い 知識を 持 っ た非専 門

家 の こ と では な く ， 現実 の 全体を 学際的 ・ 総合的 な 仕方で的確に 把医 する こ と に よ っ て ， 新た

な 方 向 と 基 準を示 し うる高 度 な知識人の こ と で ある 。 お そ ら く 今後の日本社会 ， そ し て位 界

全体におい て ， 「総合人間 学部」 で養成 さ れる こ の よ う な 人材が強 く 求め ら れる と 思われる 。

例 え ば 新 しい 学際 領域にお ける 指導的研究者 ， 官庁 の 政策 立案 者 ， 先見性に富ん だ政治の指導

者 ， 国 際機関 の 職 員 ， 産業界や報 道機関 ， 評 論の 分野な ど におい て 文明 に対する識 見を も っ て

指導の 役割を 果たす人な ど ， 本学部出 身者 の活 躍が 今後期待 さ れる 領域である 。

更に ， 例 え ば 「国際 文化学科」 では ， 従来個 別 に 扱われ て き た言 語 ， 制 度 ， 経済 ， 歴史 ， 文

化 ， 習俗な どを 総合的に研究する こ と に よ り ， 多様な次 元で 国際 関 係 の 改善 と 進展を も た ら す

活 動的 な 知識 人 の 養成を 目 指 し ている が ， こ の よ う な 人材は ， 今後の 国際 化社会に 益 々 必要 と

なる で あ ろ う 。 ま た 国際 的文化交流を 効果あ ら し める た め ， 本学部では ， 外 国 人留学生 ， 外国
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学校出 身者を積極的に 入学せ し め る 用 意が あ る 。 文化の 多様性， 普遍性を直接ーに経験す る こ と

に よ り ， 国際 感党 の豊 か な 学生が育つ こ とを期 待す る か ら で あ る 。

§ 4 . 総 合 人間学 部 と 一般教育改革の 関係

1) 大学教 育 の 今 円 最大 の 問 題が ， 一般教育 と そ れを 実施す る 教養課程 に あ る こ とは具ュ 論 な い

と こ ろ で あ ろ う 。 高遁 な 理想を も って 発足 し た 一般教育 も， 現在行われて い る 姿は ， 専門 教

育 の た め の 基礎教育 と 一般学生向 き の易 し い概 論講義 の混 在で あ る と い う の が大方 の実態で

あ り ， こ の よ う な 一般教育 にそ れ固有の 学問的意義を 見出す こ と は 困 難でー あ る 。 し たが って

一般教育を実 施す る 教義 課程 は， 学生か ら も 教官 か ら も専門記長艇 に五 る た め の 単 な る 通過 課

程 と み な さ れ ， 独白 の 教育 の 場 と して の 機能を 十分に発揮 し え な い も の と な って い る 。

2) こ の よ う な 実態を 改めて， あ る べ き一 般教育の 理組を 実現す る ため に は ， 現在の 一般教育

の 内容 と 制度 が 大幅 に 改革 さ れねばな ら な し 、。 我 々は 十 五 年 に 及ぶ 研究 と討議 の末， 後述 に

見 ら れ る よ う な「 京都大学におけ る 教養 課程 教育 の 改革案 」 を 得た。 そ の要 点l土次 の 通 り で

あ る 。

a ） 教養課程 と専門 課程 と の区 別を廃止 し， 一般教育 と専 門教育を 同 時に 4 年間－1't し た 形

で実 施す る 。

b） 現行の専 攻に相当 す る主専 攻に加 えて ， 新たに副専 攻 の 制肢を 設け ， こ の副専攻 と して

版修 さ れ る 単位 ， 及び吏 に専門 科 目 か られi修 さ れ るれ 位， 各1 2単位 （計24単位） ま でを，

一般教育科 目 の 単位に 換算し う る も の と す る 。

c ） こ の措 置に よ り 相当 数の専門 科 目 が 一般教育の利 目 と して 開放 さ れ る こ と に な り， 単 な

る 入門 講義 で あ る か の 如 き誤 解を 生ん で い た一般教育の印象が一 新 さ れ， 学聞に対す る活

き活 き と し た 興味をII子ひq＂こ す一般教育が�·r 能 と なる 。

ま た副専攻を 履修す る こ と に よ り ， 主専 攻以 外の も う 一つ の 分野で も 知識 と 訓練を 身に

つ け ， 将来に 向けて 柔軟で創造的な活躍 の 可能性を 準備 す る こ と に な る 。

3) 副専攻 の 履修 及び一般教育科 目 に読 み替 え ら れ る専門利回 の版修は ， 原則 と して 全学の専

門科 目 にお いて認 め ら れ る の が望 まし い が， 実際 に主 と して行 われ る のは 新設 さ れ る総 合人

間学部の専 門 科 目 にお いて で あ ろ う 。 何故な ら ば ， 既存の九 学部は主 と して 固有の専攻 学生

の た め の 教育 ・ 研究に あ た ら ね ば な ら ず ， そ の専門 科11を 全学の 学生に 開放 す る 余地は は な

はだ少 な い と 考え ら れ る か ら で あ る 。

ま た副専 攻及ひ、読 み替 え 科 目 と して 使用 さ れ る専門 科 目 は， 様 々 な 学問分野か ら 無秩序に

与 え ら れ る 諸科 目 で あ って は な ら ず ， 一 般教 育 の 高 遁 な 理想を 体 して ， 新たに統合 さ れ た専

門科 目 群で あ るこ と が望 ま しL 、。

以上 の 理 由 に よ り ， 京都大学にお け る 一般教育改革を 担 う た め の専門 科 目 群を 提供す る 固
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有 の 組織 と して ， 総合人 間学部 の 新た な 設立が求め ら れ る の で あ る 。

4) 総合人間学部は ， 単 な る 学際 的 ・ 総合的な 学郊 では な し 、。 自 然 と 人聞 の 調 和 を 理念 と し

て ， 人類の 良 き 生存の条件を探求す る と い う 目 的に 向 けて 統合 さ れ た学部であ る 。 し た が っ

てこ の よ う な 総合 人 間学部で‘ 行われ る 専 門教育 に 一般学生が 参加 す るこ と は ， こ れか ら の 人

類社会を担 って困 難な 道を 切 り 拓 いて ゆかねばな ら な し 、彼 ら に 対 し ， 根本的な思索 と 知的経

験 の 得が た し 、 機会を与え る こ と に な ろ う 。

5) 総合人間学部の受け持つ学生集団 は ， （1） そ の専 門科 目 に お いて は， 固有の 主専攻 学生， 全

学 の副専攻 学生及び一般教育 科 目 に 読み替え ら れ る専内 科 目 を履修す る 学生であ る 。 （2） 外国

語 科 目 と 保健 体育 科 目 は ， 全学 の 大三｜土 の学 生が本学部 で受講す る 。 （3）専門 教育 の た め の 基礎

的 な 一般教育 科 目 の う ち ， 全学に 共通す る 科 目 は 本学部で開 講 さ れ る 。

6) 法俗 的な 一般教育 科 目 の う ち ， 各学部に おいて特色 を も って それ ぞれ突施す る の がふ さ わ

し い 科 目 は ， 各学部に移 さ れ る 。 そ の移 行を助け る と共 に専門 の 教育 研究を充実 さ せ るなl床

で ， 現在の 教養部教官 の 既存各学部への移籍 が今後漸次 行われ る 。

7) 以 上のよ う な線本的な改革 を 京都大学に おし 、て 実施す る た め に は ， そ の専 門 科目 を も っ

て ， 一般教育改革 の実路主 体 と な る 総合人間 学部 の 新設 が ， 必然的に 要求 さ れ る 。

おそらくその必然 性の度合いは，大学 の歴史と規模とに相関的であろう。例えば中規模の総合大学

などでは，既存学 部の専門科目や教養謀程から移籍する教官などによって，副専攻や専門科目の読み

告書えによる改革 を実施することも可能である。また中・小規伎の大学 では，その教官数の余裕のなさ

を考慮して，Jjljの原理（例えばコア・カリキュラムなど〉によって一般教育を活性化することも考え
られる。

し か し 自 由 で 創造的な学問 の 伝統を我が国に築いて き た 京都大学 の 歴史を顧 み る 時 ， 現在

の 質 ・ 量共 に豊富 な教官柴田 を 活用 して 総合人間 学部 を 新設 し ， こ れ に よ り 上記の 如 き 抜本

的 な一 般教育改 革を 実現す るこ と は ， 京 都大学の み な ら ず 日 本全 体 の 学 問 の 発展 と 人類の将

来 の た め に 必要 欠 く べか ら ざ る諜 題で あ る と 言 え よ う 。

§ 5 . 学 部構 成（ 4学 科30講座）

｜学 手｜名
l

人
人間存在論

間
生活空間構造論

人間行動論 社会システム論

立
増
す
一人

時求一不一

一的
研二

汚内内一
配
コ

を
川
崎一

言進 座 名

29 
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学 科 名 Z簿 座

文 化人類学

重芸 術 学

名

文明形成論

言 語 科 学

日本文化・ 社会論 アジア文化・ 社会論

ヨーロッパ文化・ 社会論

アメリカ文化・ 社会論

戸、ラヴ文化・ 社会論

アフリカ文化・ 社会論

科学論・科学史

基礎科 学 数理空 間 論

数理基礎論

数理情報 論

数理構造論

自 然基礎論

自然環境

物質基礎論

物質構 造 論

地球構 造 論

物質機能論

生体適応 論

生 物 科 学

運動適応論

所属予定教官数（カツ コ内に要求増 ）
員数を内数で示す

人

85 (3 ) 

48 (2) 

38 

計 200 (5) 

注 平成元年4月現在の教養部教官数は， 助教授以上で197人であるが，総合人 間 学部発足とともに経済学
部へ移籍の実現の予想される2人は， この数から除かれる。 したがって総合人 間 学部所属予定数官数は，

現在員195＋増員5 =200人となる。

更に， 現在交渉中であるが，理科系部局に若干名の移籍の可能性がある。 また一般教育と専門教育との

有機的統合をはかる過程で， 教官数の楢減がありうる。それに対応して講座の再編成がなされる。

§ 6 . 学 生 定 員

1 学年に つ き130名 （ 1 講座 あ た り 4乃至 5 名 ） 。

注 教官数の微減にともない学生数も変動する。

§ 7 . 学科 ・ 講座の説明

( 1 ） 人 間 学 科

人 間 と は 何か と い う こ と は ， 古来 から 人間向 身に とっ て の恨本 問題 で、 あ っ た。 し かし 人間

に対 し て な さ れた こ れ迄 の さ ま ざ ま な 定義， 「 言語 を も っ た動 物J ， 「理性的動物！ ， 「政 治的

動 物」， 「 原罪 を負 っ た被 造物」，「 道具を つ く る 動物」 ， 「力 を！J 志す る 者」 ， 「遊ぶ 人」 等に お

い て は ， 人間性の そ れ ぞれ一 面の み が強 調 さ れて お り ， そ れ ら は定 義の 生 ま れ た 時代や社会

の 人 間 観 ， 世 界観を表現す るも の で は あ っ ても ， 十分な仕方で人 聞 を 規定 し て い る と は言 い

難い。 更に ， 近 代の 人 間中心主 義が ， 人 聞を こ の 自 然界 の 技術的支配 者 の地 位に押 し上 げ た
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反面， 自 然破壊 をもた ら し た ばか り か 人間 自身 の 生存をも危 機に さ ら してい る こ と は， 現 代

の 共通の認 識で あろ う 。

本学科に お い て は， 人 聞 に つい て の一 面的 な 先 入見 を 排 し， 人 聞 を そ の あ り の ま ま な 全 体

性 に おい て 明 ら かに す る こ と を 目 標 と す る 。 こ の よ う な 観点か ら 人間 を見 る 時， 人 聞 を孤 立

し て 自 存す る 単一体 と 考え る の では な く， 人 間ど う し の さ ま ざ ま な 関係 に よ っ て 成立す る 相

互存在 と し て 理解す る こ と が ま ず大切であろ う 。 ま た， 常 に 外 界 の 対象 と の 交渉に よ っ て 自

己 を維 持す る 志 向 的存在であ る こ とも 重要な観点である 。 更に， 人 間 自 身 と 自 然、 と を超 え た

象徴的 ・ 超 越的 世 界 と の関 係に よ っ て最 後的 な 充足を う る ， 自 己超 越的存在で あ る こ とも 注

意さ れねばな ら なし 、。

こ の よ う に， 人 間ど う し， 人 間 と 外界， 人 間 と超 越 と いうさ ま ざ ま な 関係に よ っ て 人間存

在が成 り 立 っ て い る こ と を顧 慮す る な ら ば， 人 間存 在の 全体性を学問的 に 理解 す る た め に

は ， 単に 人 間諸科学の み な ら ず， 社会科学やr1然、 科学の諸 知見， 更には芸術 ・ 宗教 ・ 政 治 ・

教育 と い っ た 多 様 な経 験的知識 をも 総合 し て ， 人 間存 在の関 係構造 と そ の 動態 と を全体的 に

把題 す る こ と が 求 め ら れ る 。

以上の 見地 に 立 っ て 本学科では， 第一に ， 人間存 在の基 礎的解明 と 人 間 の 教育 ・ 形成 の可

能性を探 求す る 人 間存在論議墜 を置 く 。 第二に 外的対象や 社会に対す る 人聞 の 関係を 動態 と

し て解 明す る 人 間行動論講座， 第三に 人聞 が そ の 中 に 組み込 ま れ る経 済的 ・ 政 治的 ・ 1li1］ 度的

な シ ス テ ム を 全体的に 探究す る 社会 シ ス テ ム論 講 座 ， 第四に 人 間の 生活 と そ の 空間的 ・ 地 域

的構造を 解明す る 生活空間構 造論講座を置 く 。 こ の よ う に し て 本学科では， 各講座で研究 さ

れ る 様 々 な 領域 と 研究方法 と を 総合 し て， 人 間存在全体 の 新た な 統一的 解明が試み ら れ る 。

＠人間存在論議座

人間存在は， 生得形質に し た が っ て 単に 機械的に 形成 さ れ るも の で は なし、 。 人 間存在は

そ の 社会にオ品、 て， 家族 を はじ め と す る 様 々 な集団 の 中 で社会的学習 を 通 じ て 形成 さ れ る

と とも に， 思考 と 反省 と L、 う 人 間独 自 の 能 力に よ っ て 能動的にも 自 己形 成 さ れ る 。 本講座

に お い て は ， 人 間的現実の 諸相 （ 精神， 身体， 実践， 認 識， 社会， 創 造， 超 越等） を， 単

に静 態的 な 個 別領域 と し て扱 う の では な く， カ 動的 な 現実 の 中 で相 関的に形 成さ れ る 全体

的現象 と し て 研究す る 。

し たが っ て 本 講座は， 従来 の よう な 哲学的思考だけ では な く， 経 験科学 の 諸 成 果 と共

に， 芸術や宗 教あ る い は 教育など の 歴史的， 実 践的 諸経 験を 取 り 入れ， 実証的 な 裏づけを

も っ た 研究方法を 用 い て 人 間存在の構造 を切 ら か に す る こ と を 目 指す。 ま た 同時に， こ の

よ う な 研究 の 成果を基礎に し て 人 間形 成の 実 際 と あ る べ き 今後の あ り 方に つ い て， 総合的

な� 明 を 行 な う こ と を 課題 と す る 。

〈 授業科 目 例〉

・ 認 識 と 行為

． 実践論

・ 個体論

・ 人 間形 成論
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＠人間行動論議座

本講座は ， 人 間 の 基本的な行動 ， と り わけ外界の知覚 ， 認 識 ， お よび 思考等の 機能を 明

ら かに し ， 更 に， 人 聞 の 営む社会の 機構 ， 集団 関 係 ， 組織な ど の 分析 や そ の 成 立過程を 明

ら か にす る こ と に よ っ て ， 総合的 に 人 間 と 社会を理解す る こ と を 目的 と し て い る 。

そ のた め ， ま ず認 識機能につ い て ， 心 理学的な 実験を 通 し て そ の 法則 性 を見 い だ し つ

つ ， 個 体 の 発達 過程を 言 語 の 発達 お よび 社会性の 発達 と い う 観点、か ら 再考す る 。 また ， 対

人 関係 の あ り かた ， 意思 、の 伝達 につ い て の 力動的な法則性を ， 現実 の さ ま ざ ま な 社会現象

の 分析を 通 し て明 ら かにす る 。 特に ， 個 人 の 行動 を 制御す る 社会の複層 構造を文化 ， あ る

い は社会制度の面 か ら 問い返 す こ と に よ っ て ， 社会 と 人間 と の 機能連関 を 明 ら か にす る 。

以上の よ う に 人 間 の 行動 と 社会を 総合的に理解す るた め に ， ＊ 講座では具体的 な心 理学

的実験法や社会現象の観察法 お よび 調査法 に つ い て も ， 併 せ研究す る 。

〈 授業科 目 例〉

・ 行動 基礎学

． 行動病 理学

。社会システム論議座

－ 行動 発達 学

・ 社会的 自 我論

・ 社会的行動 学

・ 制度 と 行動

・ 社会的認 知論

・数量 社会分析

全 体社会を 構成す る各下位シ ス テ ム （経 済・ 政治・ 国家・法・ 文化 シ ス テ ム ） は ， それ

ぞ れ独 自 の 運動 様式 な い し 論理を有 し つ つ ， し か も 相互に複雑に 関連 し ， 影響を 及ぼ し 合

っ て い る 。 従 っ て ， あ る シ ス テ ム の 内 部 で 生ず る 問題に適 切に 対処 し よ う と 思 え ば ， そ の

た め の 方策 が当 の シ ス テ ム に固 有 の論理 に適 合す る か否 か だ け で な く ， そ の 方策 が 他 の 社

会 シ ス テ ム に 与え る 影響を可 能な かぎ り 正確 に予測・測 定せね ばな ら な し 、 。 加 え て ， 自 然

シ ス テ ム や国際関係への波 及効果を も 十分考慮に 入れ る 必要 が あ る 。

従来， 政治学・経 済学・ 国家 学・ 法律学等 の 社会諸科学は一般に， 単一 の 下位社会 シ ス

テ ム に の み 関心 を 限定す る 傾 向 が あ った 。 そ のた め ， 複雑な現 代社会が直 面す る 深刻 な諮

問題に必ず し も 有効な処 方室長 を提示で き な い で きた 。 そ れ ど ころ か ， あ る シ ス テ ム に 内 在

す る 論理を 無限定に追求 し よう と す る こ と ， そ の 論理 を 他の 諸 シ ス テ ム に ま で！股桁 し よ

う と す る こ と が時 と し て好 ま し く な い事態を ひ き お こ す こ と を ， 見 落 し て きた 。 た と え

ば ， 経 済的効率 の 一元的追求が し ば し ば環境破駿 を招 い てきた こ と は ， 周知の事 実で あろ

う 。

本講座は ， 従来 の 社会諸科学 の 知見 を踏 ま え つ つ ， また 自 然 シ ス テ ム や国際関係 と の 相

互作用を も 念頭 に置 き な が ら ， 社会諸 シ ス テ ム 各 々 の 独 自 の 運動 様式 と ， 相互の 聞 の 関連

を 解明 し よ う と す る も の で あ る 。

〈 授業科 目 例〉

・ 社会 シ ス テ ム 基礎論 ・経 済 シ ス テ ム 論

・ 国 家 シ ス テ ム 論 ・労使関係論

- 611 ー

・ 政策評 価論

・ 契約関係基礎論

・比較政治行動 論

・ 国 際関係論
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＠生活空間情造論講座

木講座は生活世界が 如何 に 客観的に成 り 立ち ， ま たそ れが 人聞に よ っ て し 、 か に 生 き ら

れ ， 形成 ・ 構成 さ れて い る か を 考察す る 。

生活世界の 中 に は 古い も の と 新 し い も のが 常に 共存 し ， それ らが 結合 し て ， そ の 当時の

世 界の 構造を形成 し て い る 。 こ れを 明 ら かにす る こ と に よ っ て ， そ の 歴史的展開の 各段階

が 明 ら か に な り ， 地 域の範囲が 究 明 さ れ る 。 そ の 上 に 立 っ て地 域聞 の 結び つ き ， 即 ち 都市

と村 落の 関 係 ， 郷市 相互間の 関係な ど で成 り 立つ地 域聞の 関係構造 ， 都市 の 内部構造 と 都

市 化に よ る 都市 圏拡大の 問題 な どが 解明 さ れ ， そ の 成果に立脚 し て ， 地 域計 画 な ど の 現実

の地 域問題 にアプ ロ ー チ す る 道が聞 か れ る 。

ま た ， 建築や村 落そ し て郡市 あ る い は風景 は ， 生活世界のu与 空構造 と し て ， 一方で歴史

的 な 存在者であ る 人 間に よ る 形成 の 所産 と し て 考察 さ れ る ばか り か ， 他方では ， 形成 す る

社会 ・ 技術 的行為や行為の主 体の あ り 方 と の 全体的関辿 に お い て も 解 明 さ れ る 。 いずれ の

場 合 も 考察 の 立場 は ， 社会科学や建築学そ し て 人 間言者科学を含 め た学際的な方向が め ざ さ

れ る 。

く 授業科 目 例〉

・ 現代地 域構 造論

．比較地 域構 造論

( 2 )  国際文化学科

・ 歴史地 域構 造論

． 生活環境構成論

・ t1\ilJ空間 論

．生 活空間論

・ 村 落空間 論

国 際化が 全地 球的規模 で進み ， 国家 ・ 地 域間の 交流 ， 相互依存 の 関 係が 深 ま る につれて ，

世界各地 域の 社 会 と 文化に 関 し て ， －m 高 度 の 理解 と ， 精密かつ総合的 な 研究が 必要 と さ れ

る よ う に な った 。 本学科は そ の よ う な 観点 に 立ち ， 世 界の 多様な 社会 ・ 文化の 形成過程 と そ

の 構造を 共時的 ・ 通時的 ， か っ多 角的 ・ 学際的に考察 し， おの お の の 独 自 性 の 解 明 と と も

に ， 比較文 明 論的視点を取 り 入れ ， ま た と く に 日 本の 社会 ・ 文化 と の 関係に も 留意 しつつ ，

そ れ ら の 共通性 ・ 相 関 性等 の 諸相を 総合 的に把握 し よ う と す る も の で あ る 。

従来 の 外国文化 ・ 社会の 研究は ， わが 国 の 近 代化の 歴史を反映 し て ， 欧 米 中心 に な りが ち

で あ った 。 ま た 外出l 文化移入が節ー の 目 的で あ ったため ， 既存の 教育機関 の こ の領 域につい

て の 研究 教育体制は 総合性に欠 けて い る 。 木学乎｜ では ， 世 界史 に欧 米が 果た し た 役 割 を 考

え ， 欧 米文化 ・ 社会の 全体的理解ー を 目指 す新し い 学際的研究教育体制を 作 る と と も に ， と く

に 現代世界の要求 に 応じて ， 木学の；誇 るア ジ プ ・ ア フ リ カ の地 域の 総合的研究の 伝統に 基づ

き ， 従来軽 視 さ れ る こ と の 多か っ た こ の地域 の文化 と 社会の専門家 を 養成す る 教育体制の 組

織化を はか る 。 将来 は ラ テ ン ・ アメ リ カ， イ ス ラ ム 文化問 ， オ セア ニア地 域な ど の 研究を包

含 す る こ とが 期待 さ れ る 。 ま た わが 国 の 文化 ・ 社会 も ， 世 界的 展望 の な か で， 他 の 文化問 と

の 比較 ・ 関 連の 視野に 立 っ て 考察 さ れ る 。 こ れは 日 本文化の 独 自 性 と そ の 普遍的価値を 明 ら

か に す る と と も に ， 世 界 で の 日 本理解の促 進に貢献す る であろ う 。
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こ の 学科は ， 世 界の 重要な 諸地 域 の 文化・ 社会を 総合的に考察す る 一連の 講座 と， い く つ

か の 学問分野に お い て 文化・ 社会に つ い て の 一般的理論 ・ 研究法を 個別文化を 越 え て横断 的

に 研究す る講座群 と に二人：)Ji］ さ れ る 。 学科全 体 とし て はこ の両 者が横 と 縦 の刺！ と な り， ーブj

で理論的・ 普遍 的視野を も ち つつ， 他方で一 つ の地域 の綜 合 的展唱 の で き る 体ililJを とど：）Q経

験的学問 に お い て は， 実地の経 験に も とづ く 考察なしに建 論は あ り え なL、 他 方， 理論 的・

普遍 的基礎知識を 欠ト た地 域研究lt有効性・発展t'l： に欠け る 。

綜 合性・ 学際性を具 体化するた め， こ の 学f'i· では と く に， 学部 内申 学科内 の諸 講座の関連

を 緊僚 にす る の み な ら ず， 学 内｛也部局の関 係教官 に 併 任 そ の 他 のJf� での 制 度 的参 加を要訪

し， まずこ て、 き る 限 り 他学部の 開講 科 目 と の単 位互換や共通授業の挑 進を はか る 。

こ の 学科は実証を 原理 と し， 実地の 訓練 と経 験を 重視す る 。 し たが っ て 実験・実 習や フ ィ

ー ル ド・ ワ ー クを最 大限に教育に取 り 入れ る 。 ま た 外国 の 大学 と の 交流を 推進 し， 教官だけ

で な く 学生 の 交換を 行なレ， そ れ ぞ れ の 研究分野で優 れ た 外 国 大学 と協 定を 結 び， そ の 大学

で の版修単 位を認 定す る こ と とす る 。

学科 の性 質上， 外国 人教員 と し て， 現在 の 外戸；｜ 人教師 の桶員 の ほか に， 可 能なかぎり 客員

教擬を 多 く採 用す る 。 ま た 外国 人留学生を杭緬 的に受け 入れ ， そ の 存在が11 本入学生 の学習

に と っ て も有1主義 であるよう な体ll;IJを作る 。

1lh度 の 外j lil訴 の 知 識 と迎用能力 はこの7：科 の学生 には 不可欠 で あ る。 そのた め専門H円 と

し て の 外国語 の 学 習 の 組織化を 行なう と と も に ， 言語の 普遍的属性 と 各｛問 別声語 に つい て の

科学的研究および教育 の体 制が盤怖 さ れ なけ れ ばな ら なし、。 ま た各 外国語 は， 社 会的 に は 文

化全体 と の闘述 に おい て， 個 人的には 知識 の全 体系 の中 に位置づけ て 学習 さ せ る よう配慮す

る 。 教 養科円 とL て の 外同訴の学宵 も， この乍科0）特色を 生かす環境 の�1· でよ り効 果的にi j

な われ る で あろう 。 ま た， こ の よ う な 条件の中 で学習した 者 の なかから将 来 の 外岡語 教官 と

な る 人材が 出 て く る こ と が 望 ま し い と 思われ る 。

＠文化原論講座

人間 行動の 基礎に は動 物の純 と し て のヒトの身 体的生型 的な 生物学的基盤が あ る 。 し か

し 人 聞は社会性を そ な え， さ ら に 文化に よ っ て 統合 さ れ た 行動を 行 う も の で あ る 。 人 聞 は

文化的に可塑 性を そ な え て 生 ま れ て く る の で， 後天的に学習 さ れ た文化的行動形 式や そ れ

を支え て い る 価値観， 世 界観が極めて重姿 と な る 。 こ の 人聞 の 文化的可塑 性を 人！HJ の 歴 史

に即 し て 検討 し， 様 々 な文化の原患を 客観的笑 証的 に 研究す るこ と が文化原論の 基本的課

題 で あ る 。 現 在では文化 の 担い 手 と し て の 言語， 象徴， 記号の も つ意味 が学問的に検討 さ

れつつあ り， そ の 解 明が文化の理解に 大 き く 貢献 し よ う と し てい る 。 文化は一方 で は 極 め

て抽 象的な観念体系 と し て 存在 し て い る が， ま た そ れ は 人 聞 の 情緒 の表 現 と し て 情動性を

fl っ て も 存在す る 。 し たが っ て ロゴ ス の み で な く ， パト ス， エ ロ ス の 側面 に も 考察の範聞

を 拡げ なけ れ ばな ら なL、 。 さ ら に 人 聞は常 に 関係 の なか で人 間 と な る 。 人 間 の 関 係 に は，

ま ず人 間対 自然 の 生態系的相互関係が あ り ， ま た 人 間対人 聞の も つ社会系的相互 関係が あ

り， さ ら に 人間 と 文化的事象 と の 相互関係に よ っ て 成立 し て し 、 る 文化系 的 相 互 関 係 が あ
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る 。 こ の 文化系 と い う 関 係構造を形づ く る 様 々 な 要 素 と そ の 論理 の 解 明も 文化原論の重要

な テ ーマ であ る。

こ の よ う にし て ， 文 化 と は何で あ る か と いう ， 人 間存在に と っ て の 根本問題 を ， 単 な る

主観的議 論に 終 ら せ る こ と な く ， 価値観や言語 ， 象徴 ， 記号な ど の 観念 体 系 か ら情 動 的

表 現 ， 風俗 ， 物質的構築 ， そ し て 諸文化系の 関係構造に至 る ま で理論的な新掛 さ と 実証性

と をも っ て 総合的に考 究す る た め ， 文 化原論講 座の 設置 が 要請 さ れ る の で あ る 。

〈 授業科目 例〉

－ 文 化基礎論

・文 化地域論

＠文化人類学講座

－ 文化構 造論 ・ 文化発達 論 ・ 文化記号論

人聞の形成 し てき た 多機 な 諸文化を体系的 ， 統一的に把握す る ため の科 学 と し て ， 約一

世紀 の 聞に 発達 し て き た文化人類学は ， 主 と し て 単純 な文化要素か ら構成 さ れ て い る 諸民

肢 の社会 の 研究か ら出 発 し たが， 近年 では ， 出耕 民社 会 ， 都市 社会を 発達 さ せ た 諸民族 ，

諮問民 の生 態人組学的 研究に ま で宅 っ て い る 。 そ の 研究 の 対 象も ， 自 然環境 と街・接 に 関係

す る狩猟採 集 ， 出耕牧？をi ， 都Tli 的職業それ ぞれに つ い て の 技術 ， 経 済を 主た る 対 象 と し た

研究 ， 家族 ， 親族 な ど のJ血縁 的集団 の 研究 ， 地域社 会 ， 首長制 ， 王 国制 な ど の地縁 集団 の

研究 ， さ ら に 多様 な結社 ， �，�齢集団， 宗教同 体 ， 政党 ， ク ラ ブな ど の祐一集団 の 研究なと不｜：

会人類学的研究が そ れ ぞれの 展開を見せ て い る 。 文 化に つ い て は近年 の 言語 人類学 ， 認識

人類学 ， 象徴人類学 ， 記号 学な ど へ の 展開 が示す よ う に ， そ の 理論化が進行 し て き て い る

し ， さ ら に そ れ ら を 統イ干し た理論 化が ， 進化論 的広 場な ど か ら 進め ら れ て い る 。 こ れ らの

則 論的研究 は， 世 界各地におけ る 現地の長 期参加観 察を含 む実証 的研究 （ フ ィ ー ノレ ド ソー

ク） と平 行し て 進め られて い る 。 同 際的相互理解 の前提 と し て， 世界の 諸民族 の 文化 と社

会につい て の 知識は 必須 のも の と な っ て い る の で ， こ の 分野に お け る 研究 と 教育は極め て

重要であ る 。

〈 授業科 目 例〉

－ 文 化人類学際 論

・ 生態人類学

＠文明形成論講座

・ 社会人類 学 ・象 徴人類学 ・ 都市 人類学

それぞれ 固 有の 地理的・ 歴史的条件 の 下に成立 し た諸文化は ， 独 自 の 展開 を 行 な う と と

も に ， 他 の 文化 と の接 触交渉に 触発 さ れ ， あ る い は融 合 を 行 っ て ， よ り 大 き な シ ス テ ム で

あ る 文 明 に 発 展す る 。 例 え ば ， 現 代の 西欧文 明 は ， ギ リ シ ア・ ロ ー マ 文化の 継 承 と い う一

面 の 他に ， そ れ と は質的に断 絶 し たへブ ラ イ ， ケ ル ト ， ゲ ルマ ン 等 の 文化 ， あ る い は31°ヨ

ー ロ ッ パ 世 界 ， と く にア ラ ブ世界の寄 与 と い う 重要な 他 の 一面をも っ て い る 。 ま た現代の
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世界文明 は ， 西欧世界 ・ 非西欧世界それ ぞれ の 多 様性を 保 ち つつ そ の 相互関 係を 発展 さ せ

て ， さ ら に 大 き な一 つ の 世界 シ ス テ ム として 形成 され つ つ あ る 。 こ の よ う な 文 明 の 形成 と

変遷 の歴史的諸 条件は ， Fl＊ の 近代 化の 問題 や将 来の あ り 方を考察す る 上で も き わめ てE

要 な 研究課題 で あ る 。

文 明 をi構 成す る 要素は 多岐にわた り ， 形成 の 過程は複雑 か つ 多様 で あ っ て ， 文 明 の 理解ー

に は ， 精細な分析 と 同時 に ， 巨視的 な 動 態の把握が要請 さ れ る 。 木講座は ， 現代の 国家や

文化圏 の 境界 に と ら われ るこ と な く ，ii代 文 明 の誕 生 よ り 現代にL 、 た る 世界 諸地域の 文 明

の 形成 過程 と そ れ らの相7f_関 係を ， 政治・経済 を含む文 化・社会 のすべ て の而 に わた り ，

比絞文 明論的方法 を 用い ， 諸分野の研究者の 協 力 に よ っ て 総合 的考察を 行 ない ， 来 る べ き

世界文明 の 展望 と 国 際的相互理解の推進に資 す る も の で あ る 。

〈俊 業利 目 例〉

－ 古 代文化論 ・ 中世 文化論 ・ ル ネ ッ サ ン ス 文化論 － 近 代文化形成論

・ 近 代語 文化論

。現代文明論講座

ここ数 世紀 に わ た りく 進歩＞ を 重ねて き た西 欧文 明 は ， す で に幾 度か の危 機 に逢 着 し

て ， 将来 も 規範的な 文 明 で あ り う る かを ， そ の 度に疑 われ な が ら も ， 今 な お現代文 明 の 中

心的地位を保 っ て い る 。 の人 な ら ず ， ア ジ ア・ ア フ リカ・ ラ テ ンアメ リプJ訪問 も ， 1·1 身の

�t自 性を 生かすこ と よ り も ， む しろ 欧米 の 後を 追 うこ と を余儀 な く さ れ続 け てい る の が 現

状 で あ る 。 し た が っ て 西欧文明が規範 的な 現代文明 と し て の地 位を談 るこ と は 当 分あ る ま

い 。 し かし ， 外在 的 な 批判者 が欠け てゆけば ゆ く ほど， 必2}! と な る の は 内在 的批判 であ

る 。 これ を欠い ては ， 現代 文明に苧 まれ る 諸矛盾が． 人類のさf: flr＼ の方li•J へ向け て解決さ れ

るこ と は ， 望 ま れ な し 、。

木講座は ， 哲学・ 社 会学・ 歴史学・経 済学・ 文学等々 の知 見を結集 し ， 現代文 明 に つい

て ， 一 方では， 現時点に 至 る 歴史的過程を 総体的に考察 し ， ま た 他方では ， さ ま ざ ま な 個

別的事象を 精細に考究す るこ と に よ り ， 現代文 明 の 有効 な 内在 的批判へ向 か うこ と と なろ

う 。

く 授業 科目例〉

・ 現 代文 明 総論 － 現代思想論 － 現代科 学論 ・ 大衆 芸術論

＠事事術学講座

襲 術に はし、ろいろ の ジ ャ ン ノレ が あ る 。 美 術 ， 音楽， 舞踊 ， 演劇j ， 映 画 ， 等 々 。 （文芸 は

「 文芸 理論講座」 で別に扱 う。 ） こ れ ら ジ ャ ン ル の 各 々 に つい て ， そ の 本質的な 構造を 探 る

事 が ， 本講座の 第一 の 目 標であ る 。 こ れ に 付随 し て ， 諸 ジ ャソ ル 聞 の比較が可 能 に なろ

う 。 ここ か ら ， さ ら に ， 聾 術の 体系付けが導 き 出 さ れ る 。
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そ れ ぞれ の 聾 術ジャ ン ル は， そ れ ぞれ に 固有の歴史を 持 っ て い る 。 例 え ば ， 西洋音楽 の

歴 史。 古 代ギ リ シ ア か ら ， 中世のグレゴ リ オ聖歌， ルネ サ ン ス， パ ロ ッ クを経 て， ウ ィ ー

ン 古典派 へ司王 り， そこか ら ， さ ら に現代 に及ぶ流れを 追跡 し なけ れ ば， 今 日 われわれを取

り開ん でいる背楽現 象的車 体は 解明 で きtr;. いr_ 1ヲーヨ�＇よ， し かL， 内？下 に のみ 有 るの では な

l 、l， イソド に も， 巾｜司 に も， n 本にも． ジャワにむ， ア フ リカ に も． 音楽 は 存在す る 。 歴

史 と社会にお け る残術現象を実寵 的に扱う�ii:t1；， 木講 座の第 二の目標 である。

第三の門療 と し て ， 上の2 つ ， 共｜時 的 と 通｜時 的 との双方 の 研究 方法を組入 合わせ た も の

が挙 げ ら れ る 。 例 え ば ， 日 本 の 能。 能 の 演劇 と し て の 本質 構造が明 らか に さ れ れ ば， こ れ

と， 古 代ギ リ シ ア忠lJ， 西洋近 代 の 象徴主 義演劇 ， 等 々 と の 比較研究 が 可能に な る 。 ま た 例

え ば， ルネサ ン ス絵画 。 その 空間描写 の 特徴を ， r！�同｜ の山水画， 日 木 の絵巻 物， 初期キ リ

ス ト 教絵 画， 等 々 の 空間祁i写 と 比較す る 事で， い っ そ う 鋭 く 際立 たせ る こ と が で き る 。

総 じ て， 本講 座に お けゐ 教育 ・ 研究 の主！恨 は， 生 き た懇争t>t鑑 識 力 の 育成 と， そ の 基盤 と

な る 正 し い至芸 術理論の確 立 と に置 かれ て い る 。 扇lj 専攻 用 と し て も， 最適 の 講座の ひ と つ で

あろ う 。

くほ業科目伊.J>

－ 必 術学 総論

・ 謹術 批評 論

＠言語科学講座

－銭術 各論卜 U , ID － 是Hi桁記号論 － 必 術社会学

人 の営為にJc>＼， 、 てβ訴の来 たす役；1;1］ は人ー きL、 。 言語 は， l l’市生活 におけー る 感↑1'J- ・意図 ・

思：慢 の表現 や情報 伝達の中 心的 な 手段 で あ る だ け で な く ， あ ら ゆ る 高次の 知的行動 と 社会

生 活 の 基銚 で も あ る 。 ま た， 人類のj笹 史 の 中に お い て も 言語が担 っ て い る 役割 は計 り 知れ

な い ほ ど 大 きし 、。 さ ら に， 典 文化や 日 本文化は言語を 介犯 さ せずに 深 く 解 し 合 う こ と は 困

'.e�E で あ る 。

言語内 科学的研究は今後 もよ主 々主 要に な る 。 ，�1-i·1. 機科学 ・ 情報 科学 ・ 認 知科学な ど の 研

究 だ け で な く ， 大脳 科学や心型学 も， 言語教育や言語治療 も， 言語につ い て の 有用 な 観察

方 法 と信頼 で き る 知見を 必要 とす る 。

本消 座は， かか る重 要性に鑑 み ， 言 語を ， そ の 構造 ・ 機能 ・ 変化な ど に おい て 研究す る

と と も に ， ひろ く 人｜切 の 知的活動 や社会 ・ 文化の 中に も 位置づ け て 研究 し， 究極 的には 人

間の漉 解に寄 与す るこ とを門 標 とす る 。

〈綬柴科 目 例〉

－ 言語科学 総論

－ 応用 言語学

・ 現代フランス語 学

・ 言語 情報 基礎論

．音声 科学演 習
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＠文芸理論講座

本講座は ， 文芸す な わ ち 広 く 言語を 素材 ， 媒体 とす る 芸術全般を研究対象 と し て ， 特定

の 時代・ 国 語の 枠組に と ど ま る こ と な く ， よ り一 般的 ， 基礎的 な 原理・ 法則 の 追究 を め ざ

すも の であ る 。 こ れ と 平行 し て ， 文芸を 芸術 ・ 文化の 領域に お け る 時代精神 の 一般的表現

と し て 総合的に捉え返す 視点、も強 調 さ れ な けれ ば な ら なし 、。 具体的に は ， 素 材で あ る 文芸

言語の特質 ， 創造主体 の 思想、や体験の 固有性， 文芸的形 象の 諸類型 ， 作品 の 美 的意 味， 文

芸 ジ ャ ン ル・ 様式 の 構造 と 発展な ど ， 文芸に 関 わ るす べて の 要素を 分析対象 と し て ， 芸術

に お け る 世 界把握 ， 文学に お け る そ の 有効性が考察 さ れ る で あろ う 。 方法論的 に は ， 各国

各時代の 文芸思潮の 成 立 と 展開を分析す る 歴史的方法を はじ め ， 心 理学 的 ， 比較文化的 ，

様式 論的 ， 解釈 学 的 ， 社会学 的 な 諸方法の 深化 と 統合が志向 さ れ る 。 ま た， 狭 義の 文芸本

質論に と ど ま ら ず ， 構造主義 ， 記号論 ， 享受論な ど と 結び つ い た 個別 研究 ， 世 界各 国 の 新

し い 文学理論の 比較研究等も 進め ら れ る 。

〈 授業科 目 例〉

－ 文芸基礎論 ・ 文芸主題 論

・ 文芸言語論 ・ 文芸批評 論

＠ 日 本文化 ・ 社会論講座

・ 文芸記号論 － 文芸思潮論

日 本 の 言語・ 文化・ 政治・ 社 会 ， あ るい は生 活・ 思 想・ 宗教の 個性 と そ の 歴 史 的 特 質

を ， 深 く 個 別 的に ， 且 つ広 く 総合的に研究す る こ と を 目 指す 。 方法的 に 本 講座は二 つ の 軸

をも つ で あろ う 。 一つは ， 「 日 本研究」 に つ い て の綜 合学性で あ る 。 従 来， 哲学・ 史学・

文学 と 分化 した 学聞が そ の 方法で得て き た成果を尊 重す る 一方 ， こ こ に は， 必ず しも それ

に と ら われな い 新 し い綜 合学 の 方法的な 組織が追求 さ れ る 。 も う一 つは ， 研究の実 証性の

強 調で あ る 。 「 日 本研究」 を没 価値的 な 思考に限定 し よ う と は 思わな い， が 故に こ そ ， と

り た て て強 調 さ れね ば な ら な い の は ， 方 法に お け る実 証性・ 客観性で あ る 。 こ の綜 合学性

と実 証学性の一つの実 現 と し て 本 講座 に は ， 「史料J 学 ， 乃至「 資料」 学 と 呼べ る よ う な

研究の 体制が企画 さ れ る 。 即 ち それは ， 金石文・ 考古資料・ 民俗 資料か ら 記録・ 文 献・絵

図・地 図そ の 他 に 亘 る ， 歴史学・ 文学・ 言語学的な 資料の ， 実 証的 な 共 同 作業・ 研究 と し

て の ， 収集・ 解読・ 整理・ 価値付 け ， あ る い は それに伴 う 書誌 学的実 践乃至実 験 な ど を 内

容 と し ， 同時に， 本講座諸研究 の 基礎的部分 を形 成す る こ と に な る 。

日 本に お け る 「 日 本研究」 の 講座は ， 日 本 と は 何か と い う こ と ， そ の 文化的個性 の 自 覚

的 な 究 明 を 目 的 とす る で あろ う 。 そ の た め に こ そ 更に 必要なも の は ， ア ジア 史 ， 広〈 は世

界 史の 観点におけ る 比較・ 対照 の 研究 で あろ う 。 関 連諸講座 と の 有機的な 交渉が要請 され

る 。

〈 授業科 目 例〉

・ 日 本 古 代文化論 ・ 日 本中世国家論 ・ 生活文化史
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・ 日 本語構造論 ・ 日 本語表現 ・ 文体論

＠ア ジ ア 文化 ・ 社会論講座

東 ア ジ ア ・ 南 ア ジ ア ・ 西 ア ジ ア ・ 北ア ジア 諸－地域は， 多様な 言語をも っ 多様な民族 か ら

な る 。 こ れ ら 諸地域は， そ れ ぞれ相互に密接 に接 触を繰 り 返 し な が ら， 独 自 の文化や伝統

を 形成 し て き た。 そ れ ら 文化や伝統は， 単 な る 過去 の 遺制 と し て で は な く， 当該諸地域の

現代社会に お い て， 根強 く 生 き 続け， し か る べ き 社会的機能を果た し て い る こ と が少 な く

な い。 ア ジ ア 諸国 が そ れ ぞれに お し進めて い る 近 代化 ・ 現代化政策 と そ の 問題点を正 し く

把握 し， あ る い は 諸－国 の 近 現代化政策への我が 国 の 様 々 な 関 与を 有意義なも の にす る ため

に は， 我 々 はそ れ ら 諸地域の歴史的， 地理的 ， 文化的な 背景 を理解 し， 諸地域の 人 々 の 思

考様式 や表現の 諸相 ・ 様式 に 習熟す る こ と が強 く 要求 さ れ る で あ ろ う 。 そ の た め に は ， ま

ずア ジ ア 諸地域の 歴 史， 言 語， 地理， 文化等に 関す る 文献的基礎研究が十分に な さ れ る こ

と が必要で あ る こ と は い う ま でも な い が ， 現地調査等を含 め た， ア ジ ア 諸地域での フ ィ ー

ノレ ド ・ ワ ー ク と い っ た研究方法も 積極的に 活用 さ れねばな ら な し 、。 ア ジ ア 諸地域の 歴史展

開 を 相互に 関連付 けて 解明 し つ つ， 現 代 ア ジ ア 社会の 諸問題に ま で踏み込ん だ研究を進め

よ う と す る の が， 本講座の 目 的で あ る 。

〈 授業科 目 例〉

・ ア ジ ア 近 代化論 ・ 東 ア ジ ア の 民族 と 言語 ・ 中国歴史風 土論

・ 中 国文学論 ・ 文学史 ・ 東 洋宗教社会論

＠ ヨ ー ロ ッ パ文化 ・ 社会輪講座

本 講座は主 と し て 西ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 の 社会 の 形成 と 構成 ， そ こ に み ら れ る 諸文化の 歴史

・ 形態 ・ 交流など に つい て， 個 々 の 固 な い し 民族 の 特性を 明 ら かにす る と とも に ， 他 と の

異 同 を 詳 ら かに し ， 総合的に捉 え ん と す るも の で あ る 。 同 時に ま た， 西欧 と 世 界 の 他 の 地

域の 文化 ・ 社会 と の 比較も 不可欠な研究課題で あ る 。

従来の 人文社会科学一般の 研究態度は， あ く ま でも 個 々 の 研究領域を 墨守 し ， も ろも ろ

の 他分野の 援用 ・ 系統的な 検討 ・ 同 一種類の経 験の 対照 な どを 重視 し な か っ た ため， 研究

の純 度は維 持で き ても 十分 な 成果を あ げ ら れ な い う ら みが あ っ た。 われわれ人類が現在手

中 に し て い る 知識 の 現状は ， 個別分野の研究に， 他分野 と の偶然の 出 会い か ら 都合 よ く 生

じ る 異変を 当 て にす る 水準 を は る かに 越え て ， 学際領域に お け る ほ と んど 組織的実験に ひ

と し い 知識の照 合を 可能に し て い る 。 円 頭に述べた西ヨ ー ロ ッ パ諸 国 の 社会 の 形成 と 構造

の 研究 と は， こ の 西 欧 と い う 空間 と 時間を通じ て われわれに提供 されて い る 比般検討可能

な さ ま ざ ま な デ ー タ の 再検討 と 再評 価で あ り， こ の 洗 い な お しを 通じ て， 西欧社会 の 活動

の 担い 手 で あ っ た人 間 の 行動様式 ・ 心性を 解明す る こ と で あ る 。 こ の 研究姿勢は ま た ， 西

欧 と L 、 う 社会が 自 己 の認 識 と 変 革 の た め にも 不可 欠 と し た 非ヨ ー ロ ッ パ世 界 と の接 触 と い

う， 異文化 と の 対決を 通じ て の 自 己形成 と い う 大 き な 人間的 ・ 社会的問題を 研究課題 と し
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て 自 ら に 課す る も の で あ る 。

〈 授業科 目 例〉

・ド イツ 近 代社会史論

・ 近 代 ヨ ー ロ ッ パ 思想論

・ 現代 ヨ ー ロ ッ パ 思 想論

＠スラ ヴ文化 ・ 社会輪講座

・ イギ リ ス 近 現代社会史論

・ 現 代 ヨ ー ロ ッ パ 文化論

－ 西欧文化交流史

・ フ ラ ン ス 近 代文化社会論

・ 現 代 ヨ ー ロ ッ パ 社会論

言語・ 民族・ 文化の 面 で ま と ま り を も ち な が ら ， 内 部的に は 固有 の 伝統を も ち ， 他 の 文

化圏 と も さ ま ざ ま に 関 わ り あ っ て い る ス ラ ヴの 言語 と 文化の 特色を ， 政 治・ 社会を も 考慮

し つつ通時 と 共時の総合の上 に 明 らか にす る 。

具体的には ス ラ ヴ文化 の 古層 を形 成す る 古教 会 ス ラ ヴ語 並び に教 会 ス ラ ヴ語 文化 と ， そ

れが各民族 の 言語 文化 に 及ぼ し た 影響の 研究 ， 古教会 ス ラ ヴ語 期か ら 継承 し たギ リ シ ア 正

教を基本 と し て 成立 し た ， ロ シア を 初め と す る 東 ス ラ ヴ 及び 南 ス ラ ヴ文化圏 の 研究 ， ロ ー

マ・ カ ト リ ッ ク を 受 容 し た ポ ー ラ ンド ， フ ス の 宗教改革を経 たチ ェ コ 等の 西 ス ラ ヴ文化圏

の 研究等に大別 さ れ る 。 こ れ ら の 分化 の 相 に 対 し ， 古 く に は 教 会 ス ラ ヴ語 文化 に よ っ て 文

化 の 同 一性を 保存 し よ う とす る 努 力 ， 新 し く は 民族 的覚醒 と と も に生 じ た汎 ス ラ ヴ主 義等

の 求心 的 な文化の 動 向 も 存在 し て お り ， こ の 面 の 研究 も 必要 と さ れ る 。

ソ ヴ ィ エト・ ロ シア は も と よ り そ の 他 の ス ラ ヴ圏 の 国 々 に つ い て は将来 わが 国 に様 々 な

影響を 与え る 可能性が あ り ， そ の 研究は き わ め て 重要 で あ る と 思われ る に もかか わ ら ず，

こ れ ま で充分な 措置 が な さ れ て い る と はし 、し 、 が たし、 。 今か ら 基礎的な研究を 積み上げ る 必

要が あ る と 思われ る 。

こ れ と 関連 し て 基本的 な 資料の 集 積 と そ の デ ー タ・ ベ ー ス 化， コ ン ピ ュ ー タ に よ る 資料

の 分析 な ど の 手法を 用 い て ス ラ ヴ学の 基礎を 構築す る 。

〈 授業科 目 例〉

・ ス ラ ヴ文化の 成立 と 展開

． ス ラ ヴ文化演習

＠アメ リ カ 文化 ・ 社会論講座

・ ス ラ ヴの 言語 文化 ・ ス ラ ヴ語学演 習

本講座は ， 北ア メ リ カ ， 主 と し てア メ リ カ 合衆 国 の 社会 と 文化の 通時的 お よび 共時的な

総合研究を 目 指す も の で あ る 。 広大な 領土の上 に ご く 少数 の 原住民が居住 し て い たア メ リ

カ ， そ し て ， そ の 後そ こ に 入 り 込ん だ 多大の さ ま ざ ま な 移民に よ っ て 比較的短期間にっ く

り あ げ ら れ た 合衆国 は ， あ る と き は理想郷 と し て， あ る と き は批 判 の 対象 と し て ， た えず

在 日 さ れ る 存在であ り 続 け て き た。 ま た ， わ が 国 も 開 国 以来 ， と く に 第二次世界大戦以

降 ， 合衆国か ら 多大 の 影響を受けて き た。 そ の よ う なア メ リ カ 合衆 国 に 対 し て こ れ ま で さ

ま ざ ま な 研究が行なわれて は き た も の の ， 今 な お われわれが こ の 国 を 総合 的 に 捉 え っ く し
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た と は到底言 い が たし、。 そ の 原因は基本的には ， 統ーを 求 め な が ら も 多様性を許容す る ア

メ リ カ と い う 国 の 多面性の 本質 と 実態の把握が 不充分で あ る こ と に帰着す る と 言 っ て も よ

い で あろ う 。

こ の 園に 対す る い さ さ かな り と も 完全 な 理解に近 づ く た め に は ， わが国 と 大い に 異な る

自 然環境 と 建 国 の 特殊性 と が そ の 社会な らび に文化に 及ぼ し た 影響を 改めて 詳細に分析す

る と と も に ， 時代の流れに応じ て 変貌す る 政治 や経 済を 基盤に営 ま れ る 社会 ， そ こ に 創 り

出 さ れ る 哲学 ・ 宗教 ・ 教育 ・ 言語 ・ 文学 ・ 美術 ・ 芸能等 の 文化的所産を ， そ の 時 々 の 現象

と し て 観察 ・ 検 討す る に とど ま ら ず ， そ れ ら の 線底に 共通 し て 存在す る 文化 ・ 社会権造 の

特性を も 特に 洞 察す る 必要が あ る と 思われ る 。

さ ら に は ， 合衆 国 と カ ナ ダを含 め 欧 州 諸国 と の さ ま ざ ま な 文化交渉 の 過 程 ， あ る い は ア

メ リ カ と 日 本 と の 交流関係など の 吟 味 を 通じ て ， ア メ リ カ の 文化 と 社会の 持つ特異性が浮

き 彫 り に さ れ な ければな ら な L 、。 そ の た め に 本 講座は ， 当 然な が ら ヨ ー ロ ッ パ文化 ・ 社会

論議座など 隣接 の 講 座 と 密接な 関係を 保 ち つ つ研究を行な う こ と が望 ま れ る で あろ う 。

ま た ， 以上の よ う な 目 的を 有す る ア メ リ カ 研究を よ り 実証的な も の にす る た め に ， 民族

的 ・ 民俗 的資料の 研究 ， 文 書の 調査 ， ア メ リ カ 入学者 と の 共同研究 ， さ ら に は ア メ リ カ 人

の 意識調査など ， 実地 の 調査研究 も 不可 欠で あ る 。

な お ， 将来 ， ス ペ イ ン語 ・ ボ ル ト カりレ語 圏 の ラ テ ン ア メ リ カ 研究が ， 木講座内 に ， あ る

い は独立 し た 講座 と し て ， 設け ら れ る こ と が望 ま しし、。

〈 授業科 目 例〉

・ ア メ リ カ の 人 と 社会

・ ア メ リ カ の 芸術 と 文化

＠ア フ リ カ 文化 ・ 社会論講座

・ ア メ リ カ の風 土 と 忠組、

・ 欧 米 ・ 日 米文 化交流史

・ ア メ リ カ の 言語文化

京都大学は昭和23年以米 ア フ リ カ地 域を対象 とす る 研・究を継続的に続けて き て お り ， 昭

和61年度か ら ア フ リ カ地 域研究 セ ン タ ー が学 内 共同利用機関 と し て 組織 さ れ活動を進 め て

い る 。 こ の 研究 の 伝統を生か し て ， ア フ リ カ 地域に お け る 自 然 ， 人 ， 文化に 関す る 総合的

な 研究を進め る の が ， そ の 講座 の 目 的で あ る 。

現在 ア フ リ カ に は51 の 独立国があ り ， か つ て の 槌民地時 代 と は異な っ た状・況に な っ て い

て ， 国 際連合など に お い て は そ の 国 際関係に 占 め る 地位は 決 して軽 視で き なし 、。 し か し 独

立以来の 政権抗争 など ， 政治的な不安定が 災い し ， さ ら に 自 然 災害 も 原因 に な っ て ， 国 民

経 済はど の 国 も 海外援助に依存 し ， ま た 外聞か ら の 借款 を かか え て ， 財政的 に は 苦境 に 立

っ て い る 。 こ れ ら の 諸国 に つ い て の 正確 な認 識は ， わが国 が ア フ リ カ と の 友好 関係を維 持

し て ゆ く た め に も 不可欠だ と い え る 。 そ れ ら の 国 は 多 く の 民族 を 抱 え て い て ， そ れ ぞれ独

特 の 言語 ， 社 会制度 ， 慣 習 を 具え て い る n ま た そ の 生業は ， 狩猟 ， 漁j努 ， 牧南の伝統を持ー

つ も の か ら ， 多 機 な 農業生産 ， さ ら に は鉱山労働など ． さ ま ぎ ま で あ り ， それ ぞれ 研究刈

象 と し て 非常に 興味の あ る w－界であ る 。 さ ら に そ の 背景 と な っ て い る 自 然環境は ， 熱帯降
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雨林か ら ， 砂漠 ま で ， また 高 ｜ ｜ ｜ か ら 海岸線 ま で ， じつに豊かな 展開を認め る こ と が で き

る 。 ア フ リ カ地 域研究は こ の 自 然、 の 多様性， そ して 現代国家 の 多様性を 包括 し て 展開 し な

ければな ら な い の で ， 容易では な い が ， そ の 総合的研究が ， こ の 講座 の 最終的に 目 指 し て

い る も の で あ る 。

特定の 専門 領域 を 越 え て の統合を 目 指す ため に， 困難は 多 い が ， そ の 成果のプ ラ グ テ イ

カ ル な 価値は極めて 大 き い と予 想 さ れ て い る 。

〈 授 業科 目 例〉

・ ア フ リ カ 研究原論

・ ア フ リ カ 言語研究

( 3 )  基礎科学科

・ ア フ リ カ地 域 自 然研究

．ア フ リ カ 政治経 済学：

・ ア フ リ カ 史研究

現代世界 に お け る 人 間の あ り 方を 問題にす る 場合 ， 科学 ・ 技術 と の 関連を 抜 き に し て 議論

す る こ と は不可能であ る 。 科学は ， 言語 を 媒介 と した 人 間特 有 の 知的営為か ら 生 ま れ ， 事物

を 客観的に認 識す る 体 系 と し て 成長 した こ と は 言 う ま で も な し 、。 他 方 ， 科学は そ の 際だ った

論理性 と抽 象性を通じ て ， そ れ 自 身の 内 発的 な 運動の 論理を形成 し て お り ， こ れ が 技 術 の 進

歩 と 相侠 っ て ， 近代世界の 発展に対 し て 独 自 の 枠組みを 与え ， そ の 飛躍 的 な 展開 を 誘発 さ せ

て きた 。 そ の 意 味で科学は 単 に 人 間 の 生活様式の 一面で あ る に と ど ま ら ず ， 人聞を含 ん だす

べて の 現実に 対 し て 作用す る 客観的実在 と し て 機能 し て い る 。 そ れ 故に そ の 制 御 のた め に

は ， 自 然、や社会 と 同 様 ， 科学 自 体が分析 ・ 把握 さ れ る 科学的研究 の 対象 と な ら ざ る を え な

い。 現代世 界 の 特徴が ， マ テ リ ア ノレ と メ デ ィ ア の双方 に お い て， 画期的な可能性 と 未 曽 有 の

危 機の 両面 を 対峠 さ せつつ ， 急激な 自 発的展開 を 行 う と ころ に あ る と すれ ば ， 科学の 原理的

な 構造 と 展 開の 特徴 ， 人 聞社会 と の 相互作用 と い った こ と の 本質 を 把握 し ， 同時 に そ の よ う

な 研究か ら 得 ら れ る 総合的視点会 も っ た人 材を 育成す る こ と は ， 今訟 も強 く 求め ら れ て い る

こ と と い え よう 。

木学利は以上 の よう な 視点か ら ， 現代の イl.＇� ｝J!J 自 然科学の 方法 と まII見を総合的に迎)1J し ， 午、l

学そ れ 自 体の 構造 と 機能 ， 歴史に おけ る 展開 の 特 徴 と 法則性， 数理・ 物理に おけ る 基礎理論

の 発展の 独 自 性 と 先駆性 ， 新た な 技術 の 獲 得 と 連動 した 物質 科学研究に お け る 普遍 性 と 特殊

性 ， 等 の 原理的視点に 立 った 研究 と 教育を展開す る 。 特に ， 自 然科学に おけ る 最 も 基礎的・

原理的 な 部分 と し て の 数理科学 ， 物理科学に お い て は ， そ の 個 別研究の 現代的営為そ の も の

に 立脚 し つつ ， こ れ ら を 基 礎 と した 科学総体に対す る 歴史的視座 ， 総合的視座の確 立をめ ざ

す 。 こ の こ と が現代世界に おけ る 科学 の 意義を 検証 し ， 新 し い 意 味 で の 人間性の 発現に寄 与

す る こ と に なろ う 。

＠科学論 ・ 科学史講座

科学の 発展 と そ の 影響力が未 曽 有 の も の と な った 現代に お い て ， 科学の 本質 を 捉 え な お
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し ， こ れか ら の 社会でそ の 進むべ き 方 向を 明 ら かにす る こ と は， 枢要かつ緊急の 課題であ

る 。 木講座は ， こ の 課題に応え る こ と を主 眼 と す るも の で あ る が ， そ の 際 ， 緊密に関連 し

あ う こつ の 方 向 におい て ， 「科学」 に たい す る 探求 が 行 な われ る 。 一つは ， 科学研究を構

造 的に 解明 し よ う と す るも の であ り ， 現代科学論の 段々 な 立場を 考慮 し な が ら ， 「観察」 ，

「仮説J，「 帰納」 な ど の 問題 の 解 明 を 図 る と と も に，「 合理性」， 「相対性」 な ど 科学 の 基礎

梢造や現代文化全休に 関 わ る よ う な 問題が究明 され る 。 も う一 つは ， 科学を歴史的に捉え

l任そ う と す るも の で ， 科学 の 生成 と発展の過稗を研究 す る こ と に よ っ て 科学 の力 動的な展

開 の 論理を解明す る と とも に ， 過去の忘れ ら れ た 貨重な発想の痢 り 起 こ し を 意 図す るも の

で あ る 。 こ れ ら 二つ の 研究方法を総合的に適 用す る こ と を 通 し て ， 科学の 営 為が 人 間生活

や文化全体 と の 関連にお い て 捉 え 直 さ れ ， そ の将 来の 在 り 方に たい す る 基本的な 視座が提

供 さ れ る 。

〈 授業科 目 例〉

・ 現代科学哲学槻説 － 人文科学方法論 ・ 科学 と メ タ フ ァ ー － 科学史概説

＠数理基礎論講座

数学は ， ’,o(,·vこ｛｜司}JIJ に 考 え ら れ た ：Wi'J}lj な 対象の 研究か ら 始 ま る 。 そ の 成果 の 脊加 の 中か ら

の ， い く つかの 対象の 類型， あ る い はJ!rr論の 煩型の発見は ， それ ら の抽 象化に よ る 統合的

考察を発展さ せ ， それ を さ ら に 一般化す る こ と に よ っ て ， よ り 広範 な 理論が創造 さ れ て き

た 。 こ の抽 象化 ， 一般化の ifSb き は ， 単 な る 思弁的な試みを 意 味す るも の では な く ， そ れ に

よ っ て 個別的 ， 原初的な 視点か ら は 思い 及ばない と ころ の 対 象 の 木質が解明 さ れ てい く の

で あ る 。 諸科学 の 基礎に あ る 数理観念の こ の よ う な 展開 の 過程 と そ の 成果は諸科学に絶え

ず注 目 さ れてお り ， 実 際に 少 な か ら ぬ 影響を 与え て き た。

ノド講座では ， 数理概念の さ ら な る 発展を 目 指 し ， 基 本的数理体系 と そ の 根底に あ る 論理

構造 ， さ ら に そ の 現代的実現型 と し て の コ ン ピ ュ ー タ に よ る 数式処 理等 ， 既成分野の枠に

と ら われず有機的に関連づけて 講究す る 。 数理体系の 基礎的諸性質 の 自 然現 象 ， 社会現象

にお け る 現れ方にも 論及 し ， 歴史的視点、か ら将 来 の 展望も 考察す る 。

く 授業科 目 例〉

・ 数理論理学 － 代数系 と 位相系 － 数論 と 代数基礎 ・ 数式処 理

・ 自 然、社会形 態論

＠数理棟造論講座

数学的対象の抽 象化 と 一般化が進展す る と ， そ の 研究の 価値観も 変貌す る 。 解 明 さ れ る

べ きも の は ， 個々 の 対 象 自 身の 本質 と い う よ り は ， 小数の 性質 と 関係 ， い わゆ る 公理に よ

っ て 記述 さ れ る と ころ の 数理構造 そ のも の と な る 。 こ の よ う な 方法論に よ っ て ， 既成の 数

学分野聞の垣根は取 り 払われ ， 数学の 統一化がは か ら れ る 。 一方 ， 数学的対象の よ り 深い
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分析に お い て は， 代数 的， 位相的， 解析的な 諸構造につ い て の 成果を 自 由 に ， か つ 緊 密 に

複合 し， 対象に密着 し た方法 で駆使 し な けれ ば な ら なし 、。

本講 座では ， 単純 化さ れた各構造を 店；識 し た現代的視，�Mこ 立 っ て ， 複 素 解 析 と そ の 応

用 ， 微分方程式 と 応用解 析 ， 数 値解 析， 確率 論 と 統計学 の 理論 と 応用 等 ， 数 理体系の う ち

主 と し て 解析的側面を有機的に捉え て講 究す る o

〈 授業科 円 仔lJ>

－ 関数 解析学 と そ の 応用

． 数 値解析学

・ 確率 過程論 と そ の 応用

－ 実 お よび複素解析

． 力学系 の数 理

－ 微分方程式 と 応用 解析

． 確率 論お よび 統計学

＠数理空間論講座

数 学的対象 と し て の 空間は純 粋に抽象的なも の で あ り ， そ の 上の幾 何学 は 単 な る 図形 の

学を 超 え たも の で あ る 。 現代数 学に お い て は幾 何構造， 位相構造 の 研究 に は 代数 構造， 解

析構造につ い て の 成果を十分に取 り 入れ な け れ ば な ら ず， ま た ， そ の 研究は， 代数幾 何学

や ， 対称空間論， 群 の 上の 解析学 と 表 現論の よ う に ， 代数 学 ， 解析学 の 研究 そ のも の と 不

可 分にな っ て い る 。

木講 座では ， 多様 休の位相構造 ・ 幾何構造を基礎 と し て， 数学的対 象 と し て の 空間を ，

現代数学的視点か ら 掘 り 下げ E 多様 体上の 解析学の 各種の 手法 ， リ 一 群や 力学系の幾 何学

な ど に つ い て， 総合的かつ｜併用的に考察す る と と も に， そ れ ら の歴史的展開の経 緯や ， 関

連諸科学 と の 結び付 き につ い ても 論究す る 。

〈 授業科 目 例〉

． 位相構造論

・ 力 学系の幾 何学

・ 幾 何構造論 ・ 多様体上の幾 何学 お よび 解析学

・ 数 理形 態論

＠数理情報論講座

高度情報 化社会に対応 し て い く に は ， コ ン ピ ュ ー タ の ハ ード ウ ェ ア ， ソ フ ト ウ エア は

も ち ろ ん ， 高 度 な 通信手段 ， 情報 デ ー タ ベ ー スな ど の 高 度情報 技術 に 刻す る 深い知 識 と 理

解が必要で あ る 。 更に ， そ う し た情報 を 役 立て て い く た め に は 理科系諸科学だ け で な く ，

人文科学 ・ 社会科学を含 め た応用 語科学 と の 関 連 を 重視 し， 広 い 視野 と見 識 を 備 え た人 材

を 育成す る 必要が あ る 。 こ の こ と は， 21 世紀 を 目 指す 活 力 あ る 教育 の 一貫 と し て ， 単 に 情

報科学 の 専門 家 の み な ら ず， 情報処 理に関連す る 多 く の 分野に お い て 強 〈 要 請さ れ て い

る 。

本講 座に お い て は， 専門 的 ・ 技術 的知識の 詰め込み では な く， 論理的， 数 理的 な 思考力

と 幅広い知識 と を 身に つ け る こ と を 目 標 と し て， と く に 情報処 理に関連す る 諸理論の基礎

と な っ て い る数 理的側面に重点を お き ， 深 い 理解 と 洞 察 力 をも と に し， 多 様 な 応 用 面に お

qo
 
au
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い て も 柔軟に対応で き る よ う 仕基礎力が 養わ，fl る よ う 配慮 し た。 なお ， 進歩 の 急速 な こ の

分野におい て は ， 授業科 目 も 時代に対応 し た 柔 軟性を持たせ る こ とが 必要 で あ る 。

〈 授業科 目 例〉

． 情報数 学基礎論

・ 図形 科学論

＠自 然基礎輪講座

・ 計算機 構基礎 － 計算機 言 語理論 ・ 空間情報処 理の 応用

自 然科学は ， 自然、 界 の 基礎法則を 係 る 過程で ， そ の 豊か な 階層 的構造を 明 ら か にす る と

共に ， よ り 基本 的 な 法則 を 求 め て ， 次 々 と 深い ｜哨層 へ と 進ん で き た。 中 で も ， 最も 基 木 的

な 階層 の 法則性を探求す る 素粒子物理学は ， 今や ， 日 常’の 世界か ら 大 き くか け離れた 趨 ミ

ク ロ の世界に分け 入 る こ と に よ り ， 自 然、界を支配す る 究極的 な 法則性を 明 ら か に し よ う と

し てい る 。 し か し ， こ の 様な 自 然科学 ， 殊に 素粒子物理学の急速 な 発展 と 共に ， 基本法則

と 日 常’の世界 と の 関連は次第に希薄なも の と な り ， 法則 の 実験に よ る 探求 ， 検証をす る上

で ， 巨大加速器 と 並ん で宇宙的な ス ケ ー ル てー の 現 象が き わ め て 重要 な 役 割 を果たす よ う に

な り つつ あ る 。 ま た， こ れ と 平行 し て ， 自 然、の 法則 性を 記述 し ， 研究す る た め に ます ます

高 度 の数 学が 必要 と な り ， 数 学 と 物理学を 結び つ け る 境界領域の 諸分野が ， 独 自 に め ざ ま

しい 発展を示 し つつ あ る 。

木講座では ， 以上 の よ う な 現代物理学の状況を踏 ま え ， 自 然界 の 持つ素粒子か ら 宇宙 に

わ た る 多 様 な 階回 を 階居間 の 関連 とし、 う 視点か ら と ら え直 し ， 素粒子物理1学 ， 宇宙物理

学 ， 数 理物理学など 各分野で こ れ ま で、独立 に行 な われ て き た 研究を有機 的に結び つ け る こ

と に よ り， 総合的 な 視点か ら 自然 界 の 基本的な法 則性及び そ の 発現の メ カ ニ ズ ム を 究 明す

る 。

〈 段業科 fl fy1J;> 

・ 理論物理学基礎論

・ 1匂 エネ ルギ ー 現象 の 物理

。物質基礎輪講座

・ 向 然現象に お け る数 週1

． 下宙 の構 造 と 進化

・ 索粒子の 統一 理論

． 物理学特論

素粒子 ， 原子核や電子の レ ベ ル か ら ， 巨 視的 な 物体 ま で ， 物質各層 の 多様な構造， 動態

や機 能を律 し て し 、 る 基本 的 な 物理法則は ， 近 代基礎科学 の 急速な 発展過程に よ り ， い く つ

か の一 般的 ・ 基 本的 な 枠組に おい て 把握 さ れ確立 さ れ て き た。 即 ち ， 微視的要素粒子の 運

動を記述す る 量子 力 学 の 体 系 ， 粒子集 合 体 と し て の マ ク ロ な レベ ル に 固有 な一 般法則 ， さ

ら に 要素粒子 自 身の 動的側面 と し て の 「場」 あ るい は粒子聞の相互作用 の 媒 体 と し て の

「場」 の 理論等が それ で あ る 。 こ れ ら を 基盤に し て 物質 の 科学は ， 対 象 とす る 物質 の 構造

やそれが 示す 物性 ， 更には こ れ ら を 探 る 手 法等 に おい て 精密化 ， 細分化 の 方 向 を た ど り ，

個 々 の 物 質 の 諸 性質 の 解 明 や ， 基本法則の一 般性 の 検証 を 進め て 来た ばか り でな く ， 人間
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生活に対 し て も 豊富 な還元を供 し て 来た。 現代 の 基礎科学は こ の よ う な 自 然界に存 在す る

物質諸相 の 特性の 解 明 と そ の 応用 に とど ま ら ず ， そ こ に は存在 し な か っ た 新 た な 質 ， 新た

な 機能の 創 出 の 課題に も 及び つつ あ る 。

本講座で は ， こ の よ う な 現代 の 物質科学 の 状況を 踏 ま え ， 多様な物質諸相 の 構造 ， 動態

の 解 明 の み な ら ず ， こ れ ら の形 成過程に おけ る 一般則 と 特異性の 関 係 の 把握や そ の 制御，

極限状態 に おけ る 新 た な 機能の 発現等を ， 従来の 枠組の 総体に於い て 捕 ら え な お し ， 物質

科学の 新 し し 、 展開 と ， こ れ ら を律す る よ り 基本的 ， 一般的 な 理論的枠組の 可能 性 を 究 明す

る 。

〈 授業 科 目 例〉

． 物性学基礎論

・ 素町hi包基礎論

－ 新素 材物性基礎論 － 荷電約子動力ザー ・ 開放系動力学

( 4 ) 自 然環境学科

近 代 科学は ， 人聞を取 り 巻 く 自 然、環境の 中 に 合理性を 発見す る こ と か ら 始 ま っ た と も 言え

る 。 そ れ ら は 天体 の 運動の 解 明 で あ っ た り ， 物質の 根源 を 探 る こ と で あ っ た り ， ま た ， 生物

界 の 進化或い は 生体の 機能 を 解 明す る こ と な ど で あ っ た。 こ れ ら 諸科学が 自然 環境を認 識 ，

:rnwroす る ため に と っ た手段 の 多 く は， 対 象を要素に分割 L ， 要素 自 身の 機能の 究 明 や要素問

、 関係 （法則） を 切 ら か にす る こ と で あ っ た。 こ こ に は ． 自 然認 識の 共通 の 理念 と し て 「一

元化」 志向が支配的で あ っ た と も 言 える 。 環境は個別分野に分割 さ れ ， 客観的に ， 人 間 に 対

択する も の と し て 研究 さ れ る こ と が 多か っ た。

し か し ， 今 日 に お い て は 円 然環境は ， も は や 人 聞 の 外に あ る 研究対象に 留 ま ら ず ， 人 間 自

身を も含 め た複合 シ ス テ ム ， 例 え ば 「下宙船地球 �｝」 と し て の認 識や理解が要求 さ れ る よ う

に な っ て き た。 吏には ， 人 間が環境に対 し て は た ら き かけ を し て き た結果 と し て 生じ て い

る， 複合 シ ス テ ム の 質的変化 も し く は こ れ の 崩 岐 に つ な が る 危機認識 も 生 ま れ て き て いる 。

かか る 事態を 迎 え て ， 人 間 に は 何が 出 来 る か， 伺 を な す べ き かが問われて い る 。 物理的 ， 化

学的 ， 生物学的 そ し て 地球学的環境 （ 複合 シ ス テ ム ） の ふ る ま い は ， た と え そ の 部分が 明 ら

か に さ れ て い て も 全体 と し て は不 明 の 事が 多L、。 シ ス テ ム 自 身が 内 包す る 原 因 ， シ ス テ ム 外

か ら の 働 き かけ に よ る も の ， 或 は ， シ 7- テ ム の 極めて 速い過去の状態に原因す る も の な ど 様

々 で あ る 。

木学科では， 上記の 諸 問題 を解決す る ため ， 自然 環境 シ ス テ ム の 部分構 造 （ サブ シ λ テ ム

構造） は 元 よ り そ の 全体構造 の 把擦に 努め る と 同 時に， サ ブ シ ス テ ム の 機能及び サブ シ ス テ

ム 問 の 相 関関係 ， 相互作用 な ど を究 明す る 。 こ の こ と に よ り， シ ス テ ム 総体の 運動を 調 べ ，

かつ ， こ れが平 衡を保つ た め の 解を 求 め る 研究をす る 。 併 せ て ， 究極的には環境の変化か ら

つ がれ ら れ な い 人間の変化への適 応性 や 肉 体的 ， 精神的対応能力 ， そ の 機能な ど に つい て も

研究す る 。

F、unノ4£U
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＠物質構造論講座

環境の 中 に は 様 々 な 天 然物質や 人 仁物質が存在 し ， 人 聞 は それ ら と 相互作用 し な が ウ 生

日 し て い る 。 そ れ ら は 人 間に と っ て 必要不可欠 な も の で あ っ た り ， 有害 ・ 無益 な も 「 で あ

っ た り す る 。 さ ら に ， そ れ ら の 物質は ， i'I 然 界 の い ろ い ろ な 要因に よ っ て ， t-1/J造を 変 ：.. ，

変 化 し て L 、 く 動的な 側而 も 有す る 。

本講座では ， 人 聞 を 取 り 巻 く 物 質 界 と よ り よ く 共存す る ため に ， ，と れ ら の 物質 の 微 例的

階造を 明 ら か に し ， ，と の 構造の特質が ， 物質 の 示す 様 有 な 性質 や 機能 と い か に 関 係 し て い

る か を 考究 す ゐ 物質が動的に変化 し て L 、 く 過程の 考察に おい て も ， 物 質 の 構造 と ρ 連関

で と ら え ， い か に 物 質が反応 ・ 変化 し て い く か に 注 n す る と と も に ， 人 間の 仁l 然出！立に お

い て は と の よ う な 拶響が あ ら わj t ゐ か に 注 目 す る 《 ！！！に ， 物質 の 循環 ・ 到j態を 詳細に 分 析

・ 把娠 し ， 人 間生活の 及ぼす地球脱棋 で お こ る ゆ っ く り と し た 変化が 重 要 な 立味 を も つ こ

と を 臼 党 さ せ る つ 人 類が 近 い 将 米両凶す る 資 源や エ ネ ル ギ ー の 問題iこ 闘 し で も ， 物1'1 ) \Iii 

造 ・ 性質 ・ 変 化 と い っ た観点か ら 追求 L ， と ’ヲ r1:1題の 似 本的解決を は か る た め Jコ 基 院 を 悦

築す る 。

、授業科 H f列1J>

－ 物質構造論

－ 物質分析論

・ 無機化学 入 門

＠物質機能論講座

・ t/i'i造機能キH 凶awa

． 物質動態論

・ fl�： f 化学 入 門

－ 機能性無機材 料論 ・ 物質反応論

－ 物 質環境論 ・ 資 源 ・ エ ネ ノL ギ － ，＼fia

・ 基礎無機物J!l! 化ザ. 2

｜’l 然界 は 水 . ''f:� . .f:· 石 な と f燥 機 的 な 物 質に は じ ま り ， そ こ に 生 以す ゐ 生 物 体 と も

の ， あ る い は そ の 分解産物 ， 更に は 作：．物が 生存す る 過程 で 外 界 と の 相互 作 川 に ょ う 1� 11�－；－

る 筒 々 の 有 機物n . に 宅 る ｜采 今 な 物 質か ら 成 り ， 人 間に と っ て の 多様な 物 質 問1境を 出IJ\i: し

て い る J こ れ ら の 物 質 は そ ,/1, ぞれ に 間 有 の 機能 を も ち ， と れ ら を 基 盤 と し て 人 間の ／｜ミ （｛－は

可能 と な っ て い ゐ 。 ま た ， 生物 と し て の 人 間 ｜’ l 体 も こ ，i L を 還 元 し て い ！ ？ は ， 純 々 の fikfi� ＇�

も つ物 質 の 佐合系で あ る こ と が 分か る 。 す な わ ち ， 人 間が 自 然環境 の rjJ で生存 し て い く こ

と は ， 日 次 の 機能を も っ物質複合系で あ る gニー休が ， 時境か ら 有用 な 機能を も っ 物質を ． 広

L 、 ti：味でし 、 え ば取 り 込 λ ， 制御 し つ つ こ れ を 利用 す る と し 、 う 過程に ほ か な ら な い。

こ の よ う な 観点か ら ， 本 講座では ， 環境に ff 在す る 物質を よ り 傑 く 理解 し ， 人 �i· ） 字 弘i

に 役 立て て い く た め に ， 物質あ る い は物 質 系 の 機能に 関す る 研究を 行 う 。 自 然、 界 に （｛（正す

る 物質 の 機能を そ の 構造 と の 関連 か ら 解析 し ， そ れ を 基礎 と し て ， 新 し い機 能 あ る い 之 よ

り 優れ た機 能 を も っ 人 て物 質 や 材 料を 設計す る 。 ま た ， 物 質反応の 本 質 を 解 明 し ， ，E 制

御法を考究す る と と も に ， 環境 と の 調和を 乱 さ な い 新た な 物質変換系の 開 発 を 1- H行す 更

に ， ヨ：．体の も つ優れ た 機能に も 注 日 L ， ，と の 解 明 を 計 る υ

く託業科 目 例〉
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・ 物質機能論

・ 天然、物機能論

． 生 化学 入 門

＠生物科学講座

・ 物質機能設計論

・ 物質合成論

・ 基礎有機 化学 2

－ 機能性有機 材料論

． 反応制 御論

－ 生体機能論

・ 反応機構論

人 間 ， す な わ ち ， ヒ ト と L 、 う 径が生物 界 の 一員 で あ る 以上 ， 白 己 を 取 り どさ く 1-':J 然広l!:tl の

な か で ， 有 機的環境 。 す なわ ち 生物 的環境が と り わけ重要で、 あ る こ と は 当 然の 帰 結 で あ る

う 。 木学科では 、 生物的 自 然環境を ， 遺伝子に 始 ま り ， 細 胞 ， i附体を 通 し て 種 ， さ ら に 種

個 体 群 ， 群朱に至 る 多 様な I�今j刊 の 総体 と 規定す る 。 こ の 多様に 独立 し ， かつ相互に2密接な

関 連 を 保持す ゐ ｜併肝性 こ 々 。 ま さ に 生物的 i’1 然環境の 示す も っ と も 大 き な 特 徴 と い え よ

つ 。

ヒ ト を 含む生物（ � L 、 か に し て こ の 地球上に発生 し ， 今 日 ム ら れ る よ 虫 な 階肘性を も っ 白

然、J�J克 の 構 成 員 と た っ た サ か ． ま た将来は ど の よ う に ｜府間 構造の 内 容 を 変 え ， そ の 結 果 と

し て 自 然環境全 体を も 変 七 て い く の か。 木講座では生物的 自 然環境の 構造 と 機能を ， 進 化

す る 総体 と し て と ら え 句 そ の な か に 人 ら れ る 法則 性 を 総 合 的 に 研究す ゐ 。

一J受業利 Fl WIJ?-

・ 生物環境進化論

－ 細胞構造動態論

。地球構造論講座

・ 生物 「｜ 然現j態論

． 生物適応変異論

・ 生物 自 然、利 用 論

． 生物系統 分 知論

－ 形質発現機椛：i6u

• 7f5態1r5Jえ機構；命

人聞は 自 然 と 様 セ な 形 で 関わ り 合 う 《 こ の と き ， 環境 と い う 概念、が 実質的必；味を �－.r- っ て

く る 。 例 え ば ， 環境の 利 川 ・ 活 用 で あ っ た り ， 保護 ・ 保存 で あ っ た り す る 。 工夫は ， 環mの

2、激な 変化 に�·tす る ！VJ御 ・ iliU'f，民lで、 あ っ た り も す る 。 こ れ ら の 関わ り 合 に 於て ， 環境の 総体

と も 言 え る 「地球」 鋭院での 係 々 な バ ラ ン ス を 考慮す ゐ 必要が生 じ て く る 。 現化の 地球上

でみ ら れ る 海7］（－＇＜大xU主 火成所助に と も な っ て 地球 内 部に 由 来す る と 考え ら れ て い る 。 ま

た ， 石 油 ， 石 JY. ， 天 然 ガ λ 等 の 化石燃料は無論あ ら ゆ る 鉱物資源 ， ））.： に 熱資源な ど も 総て

生 じ た も の で ， 地球 内 部 に 由 来 し て い る 。 従 っ て ， 地球学的 自 然環境を理解す る に は ， 地

球 内 部 の 微 視的 ， Ii 視的構造 を 知 ゐ と 共に こ れ ら の 時 間 変 化 な ど の 仕組みを採求す る こ と

も 大切 で あ る 。 地球深部を も 環境 の 一 部 と し て と ら え ， 主 に 上 部 7 ン ト ル ， 地位に頂点 を

置い た 地球の 構造 ， 動態に つ い て ， 広 範囲 な II年間 ・ 空間11id1上で、総合 的 な 研究を 行 う 。

くJ受業科 11 (JI]》

－ 地球物理学通論

・ 地球 内 部物11移動論

• l由貿鉱物学通論

． 地球構造論

- 627 ー

・ 地球 内 部物 質構造論

． 地球電磁気環境論
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＠生体適応論議座

現代文明がっ く り だ し た 人工的環境は ， 人間 の 行 動 ， 生活様式に激 し い変 容 を 引 き 起 こ

し た。 生産 ・ 消費活動 ， 交通 通信な ど の 機械 化 ・ 自 動化は ， 過酷な 肉体労働か ら 人聞を 解

放 し たが ， そ の一 方で公害や 自 然環境の破壊 ， 人間 の 持つ 自 然性 の 喪失 ， お よび 身体的不

活 動の 傾 向 を 如 来 し て い る 。 成 人病 は ， 運動不足病 あ る い は習的病 と もい われ る よ う に ，

現 代文明が生み だ し た病 気 と い っ て も 過言で な L 、。 環境の 、こ の よ う な 変化は ， 産業革命以

後 の たか だか数 百年の 聞 に 生 じ た も の に 過ぎ ず ， 人類の 出現以来の長い道の り と比べ る と

瞬 時 と も い え よ う 。 しか し な が ら ， 現代文 明 の 持つ諸相が 人1::1 の 生存に対 し て どの 様 な 本

質的影響を 与 え るか は 明か で なし 、。 木 講座は ， 人間の 自 然性C' ·:Af失や 日 常的不活動が ． 身

体 の 機能お よび 椴造に及ぼ す 影響を総合的 に 考ー察 し ， 身体の 機能 と構 造を維 持す る た め 乃

条 件 と そ の 方法 の 解 明 を め ざす。

〈 授業科 目 例〉

－ 環境生理学

⑤運動適応論講座

－ 発育発i主論 － 力n，仏z命 ・ 免疫論 ・ 疫学 的健康論

人聞は ， 身体運動を 通 し て は じ め て 社会的 ， 自 然的環岐に !fh きか ける こ と が で き る 。 し

か し ， そ の 実践は環境に対す る 働 きか けに と ど ま ら ず ， 人 間 自 身に生理的， 心理的影響を

引 き 起 こす こ と に な る 。 そ の 芯、味 で ， 身体運動の 実践は ， 人 間 と 人 間 ， お よび 人 間 と 向 然

環境 と の 相互作用 と い え る 。 本講 座では， 生体適 応論 と 同 様 ’ ｜問題 な識に立 っ た上 て＼ ス

ポ ーツ な ど の 杭極的で全身的な 身体活動が ， 身体の 機能お よ び椛造に 及ぼ す影響や心理的

な 影響を総合的に考察す る 。 こ の よ う な 考察を も と に ， 身体）\Ji助の 実践方法に つ い て 論 じ

る 。

<J:受業科円 例

－ 筋機能論 • 3':11動制御論 － 運動生化学 － 波クJ生理学 － 運動処 ゴjR6ii
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Il 京都大学にお け る 教養課程教育の改革案

序

教養課程に お け る 教育は ， 社会へ豊か な 教養を も っ た 市 民を 送 り 出す こ と ， お よび 学問研究に

対す る 多様な 知的 イ ン パク トを 与 え る こ とを 目 指 した は ずで あ る が ， 人 的 ・ 物的条件等 の 制 約 も

あ っ て ， 今 日 木学に おい て 実際に行われ て い る 状況 に は ， 以下 の よ う な 問題点が あ る 。

l . 一般教育科 目を ， 3 系列か ら 3 科 目 ずつ形 式的に 履修 さ せ る 現在の方法は ， 本 来 の 一般教

育科 目 履修の意義を 希薄に し が ち で あ る 。

2 . 専門教育 と 高校教育 と の 狭 間に おかれた教養課程の 教育は ， 教官側か ら みて も ， 通過的な

課程 と と ら え ら れ ， 専 門科 目 の や さ し い概説的 な 講義を も っ て こ れに 当 た る とL、 う 安 易 な 観

念を 生み 出 し が ち であ る 。

3 . 以上の結果 ， 教養課程の 2 年聞は ， 多 く の学生の 勉学意欲を 減殺 し ， 独 自 の 教 育 の 場 と し

て の 十分な機能を 発揮 し て い な い面がみ ら れ る 。

§ 1 . 制度的改革

総合人間学部発足 と と も に 教養課程 と 専 門 課 程 と の 区分を 廃止 し ， 4 年一貫の統一あ る 課程

と す る 。 現行の 専攻 に相 当す る 主専攻に 加 え て ， 冨IJ 専攻 の 制度を 設け る 。

総合人間学部は本学に おけ る 一般教育の 実質的な責任部局 と な る が ， 以 下 に 述べ る 全般的な

改苧の た め に は ， 全学：の 協 力 と 共に ， カ リ キ ュ ラ ム 調盤 ・ 企画 の 教務を 所掌す る 全i学的 な 委員

会を 組織す る こ と が必要で あ る 。

§ 2 . 一般教育科 目 の 改革

1 ） 一般教育科 目 36単位中最低12単位は ， 現行を 若干整理 し た一般教育科 目 の 中か ら 修得 さ せ

る 。

2） 副専攻 と し て 取得 し た単位を， 12単位ま で一般教育科 目 に振 り か え る こ と が 出 来 る も の と

す る 。

副専攻 科 目を 履修す る 場合は ， 全学で開講 さ れて い る 指定科 目 の 中か ら ， 12単位以上を 修

得す る 。 副専攻 科 目 は ， 原 則 と し て ， 〔（基礎ゼ ミ ナ ー ル ま た は 講義） ＋ （講義） ＋ （演 習 ま た は

実験） 〕 を l セ ッ ト と す る 。

雨II専攻 の 制度を 設け る 理 由 は ， 学生に そ の 主専攻 以外 の 他 の も う 一つの 分野 で も 深い 知 識

と 訓練を 身に つ け さ せ ， 将 来 の 知的飛躍を 可能にす る 基盤を 与え る こ と に あ る 。
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3 ） さ ら に ， 主専攻 ・ 副専攻を と わず ， 指定 さ れ た 専門科 目 か ら 修 得 し た単位の う ち ， 12単位

ま でを ， 一般教育科 目 の 単位 と し て 読み か え う る も の と す る 。 こ れに よ り ， 従来広 く 浅い 入

門講義であ る か の 如 き 誤解を 生 ん で い た 一般教育の 科 目 が ， 高度化 さ れ ， 学 問 に 対す る 新鮮

な 興味 を 呼 び起 こ す よ う な 一般教育 を 実施す る こ と が 可能 と な る 。

4 ） 以上の 仕方に よ っ て 一般教育科 目 と し て 修得 さ れ る 科 目 が ， 人文 ・ 社会 ・ 自 然の 各分野に

わ た る よ う にす る 。

5 )  4 年一貫制 を 実 あ ら し め る ため ， 専 門科 目 を 外 国語科 目 ・ 一般教育科 目 ・ 保健体育科 目 と

平行 し て 履修 さ せ る 。

§ 3 . 外 国 語 科 目 の改革

• 2 ヶ 国語 以 上 を 履修 さ せ ， 合計16単位以上を 修得 さ せ る 。 た だ し 少 な く と も う ち 1 ヶ 国語に

つ い て は ， 8 単位以上を修得す る も の と す る 。 初 習外国語につ い て は ， う ち 1 ヶ 国 語は 8 単

位以上を履修す る こ と が 望 ま し い と 考え ら れ る 。

・ 外国 語教育の 高 度化 と モ ー テ ィ ベ ー シ ョ ン の 強化を はか る た め ，

(a) 総合人間学部の 専門科 目 と し て 開 講 さ れ る 外国語の授業 （英語演 習 ， フ ラ ン ス 語演習

な ど） は ， 能 力 の あ る 学生につ い て は ， 外国語科 目 （上級） と し て も 履修 し う る こ と と

す る 。

（め そ の 他 の 総合人 間学部の 演習 ・ 講読 ・ 基 礎 ゼ ミ ナ ー ル の う ち で外国 語の 学習に も 適 し

た も の を 副専攻 ご と に 指定 し ， 高IJ専攻の 3 科 目 と と も に 履習 し た場合につい て は こ れを

外国語科 目 の 単位に読み替え う る も の と す る 。

－ 英語に 関 し て は ， 2 単位は各学部提供の 外書講読の 単位を も っ て 充足 し う る 0

・ 外国 人教師担当授業を ， 必修の 授業に よ り 多 く 組み 入れ る 。

・ 外国 大学 と 協定を 結 ん で学生交流を 積極的に推進 し ， 外国高等教育機関の 単位を認定す る 0

・ 現在開講 さ れて い な い 言語 （ ス ペ イ ン 語な ど） の 授業の 開設を 考 え る 。

§ 4 . 保健体育 科 目 の改革

・ 大学に お け る 保健体育の 教育は ， 全体的 な健康教育 の 一翼を 担 う べ き で あ り ， 身体に 加 え て

精神の 保健が重要課題であ る 。 ま た 医療経済や社会保障制度等の 社会的視点 も 必要で あ る 0

・ 保健理論 ， 体 育理論に つ い て は ， 従来 4 半期 毎 に 交代で分担講義 し て い た も の を ， 保健体育

理論 と し て 半期に ま と め一貫 し た教育を 行な え る よ う に 改革す る 。 ま た 総合人間学部で、開設

す る 予定 の 講義の 一部を ， 保健体育理論 の 単 位 と して 読み替え可能 と す る 。

・ 体育実技につ い て は ， 生涯健康 と し 、 う 観点か ら ， 身体運動を 日 常生活の 中 に 習慣化す る こ と

に積極的 に 貢 献で き る 方法を 目 指す。
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§ 5 . 基礎教育科 目 の 改革

0 い わ ゆ る 基礎教育科 目 は ， 専門基礎教育 と し て 広範な分野に 共通 し て 必要 と さ れ る も の を 学

（ませ る た め の も の な の で ， こ の 主 旨 を よ り 明瞭にす る ため ， 基礎教育科 目 の 呼称を廃止 し ，

専 門科 目 の 一部で あ る こ と の 位置づけ を 明確にす る 。

o 現在実施 し て い ゐ 基礎教育科 目 は ， 各学部で 開講 さ れ て い る 関連科 目 と の 間で調整を 行 い ，

体系的学習を 目 指す。

0 講義 と 実験 （ ま た は ゼ ミ ナ ー ル） と の 有機的連携を 強め る 。

0 こ れ ら の 科 目 は ， 広 く 全学の 教官の 参 加 ・ 協力 を 求め ， 必要な ら ば総合 人間学部が調整等の

任 に 当 た る 。

§ 6 . こ の 改革の大学教育への影響

1 ） 教養課程 ・ 専 門課程の 区別が廃止 さ れ る こ と に よ り ， 入学当初か ら ， 専攻す る 学問 に 接す

る こ と が 出 来 ， 学問的刺激が ， 学生の 目 的意識を も っ た 勉学意欲を か き た て る 。

2 ） 日IJ専攻の 股修は ， 主専攻以外の学 問 の 考 え 方 と 知識 と を 身に つ け ， 柔軟で創造性に 富 ん だ

人聞を 作 る 。

3 ） 専 門 科 目 の 一般教育科 目 への 読み か え や振 り か え に よ り ， 各専門分野への 基礎的素養 を 高

め る 。

4 ） 外国語教育 の 高度化 と 多様化が計 ら れ る 。

§ 7. 一般教育科 目 履修例

0 一般教育 の 新 し い 履修 の 仕方は ， ま ず副専攻を と る か ど う かで二つに分かれ る 。 次 に 専 門 科

自 の 読み 替 え に よ る 履修をす る か ど う か で ， ま た二つに分かれ る 。 無 論 ， 従来通 り の 一般教

育科 目 の み を 履修す る こ と も 可能であ る 。 こ れ ら の 関係を 図示す る と ， 以下の 四 通 り の 選択

が基本的に考え ら れ る 。

選択方法 通 常 の 一 般 教 育 科 目
副専攻 と し て取得 専門科 目 か ら 読み
す る 科 目 替 え ら れ る 科 目

a 12単位 1&単位 1 2単位

b 1 2単佼 12単｛立 12単位

c 12l単f立 12単位

d 1 2単位 1 2単位 ］斜!.j立

注 1 . 一般教育科 目 は ， 36単位取得 し な けれ ば な ら な い が ， 昭和45年 お よ び48年に 改正 さ れ

- 631 - 31 



No. 366 別 冊 京 大 広 報

32 

た 大学設置基準に よ れ ば （ 節24 条 及び t"t32条 2 ） ， 一般教育 の い！ ？予を 「弾 力 化」 す る た

め ， 教育上必要又は有益な場合に は ， 一般教育科 目 を 他の 区分 に 属す る 授 業科 目 ， 例 え

ば専門教育科 目 や外国語:fl Fl に よ っ て 代替す る こ と が認め ら れ た。 ま た 一 般 教 育 科 目

は ， 人文 ・ 社会 ・ 自 然の 3 分野に わ た っ て 選択す る よ う に定め ら れ た。

2 . 木学に お L 、 て は ， 人文 ・ 社会 ・ 自 然の 3 分野にわ た る 割合は ， 各学部の 事情に も と づ

い て ， そ れ ぞれ定め る こ と にす る 。

3 . 副専攻 と し て 取 得す る 科 目 が 1 2単位を超え る 場合は ， 超 え た 分を ， 専 門 科 目 か ら 一般

教育科 目 に 読み 替え ら れ る 科 目 の 単位 (12単位） の 内 に 算 入す る 。 専 門 科 目 か ら 読み替

え ら れ る 科 目 が 1 2単位以下 と な る 場合に は ， 通常の 一般教育科 目 あ る い は 副専攻 と し て

取 得す る 科 目 を ， 上 の 表 よ り 多 く 履修す る こ と と な る 。

o 以下 に お い て ， 上 の 4 通 り の 選択方法 （ a . b . c . d ） に つ い て 例を あ げ て 説 明 す る 。

a ） の 例 1 . 工学部 電気工学科の学生 （ 主専攻の 基礎学習 と 共に ， 生物科学を 副専攻 と し

て 履修 し て お き た い と 考え る 。 分野の 割合は ， 一分野二科 目 以上 と L 、 う 場合）

通常の一般教育科 目 I 日IJ専攻 と して取得す る 科 目 読
専門科

替
目 か

れ
ら 一

科
般教育科 目 に

み え ら る 目

論 理 洋 （生物科学講座か ら ） 理論物理学基礎論

ネ上 よZコ〉ミ ’学 形質発現機構論 （講義 ） 基礎物理学演習

，心 理 学 生物科学実験 2 （実験） 言語情報基礎論

生物科学ゼ ミ 2 （基礎ゼ ミ ）

こ の 他に， 工学部の規定に従 っ て ， 自 然科学系の一般教育科 日 を 1 8単位以上取得す る こ と 。

a ） の 例 2 . 経済学部 経済学専攻の学生 （主専攻 の 経済学 と 共に ， 人間や社会に つ い て 深

く 勉強 し て お き た い と 考え て い る 。 分野の 割合は一分野二科 円 以上 と 定め ら れ て

い る 場合）

通常’の 一般教育科 目

文 化 人 類 学

自 然、 人 類 学

地 球 科 学 入 門

副 専攻 と して取得す る 科 目

（人間存在論議座か ら ）

認識と 行為 （講義）

行為論の 基本問題 （演習 ）

人間存在論文献講読 （基礎ゼ ミ ）
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b ） の 例 文学部 倫 理学志望の 学 生 （幅広い 一般教育 と 共に ， 社会関係や 政治理論を少

し突込ん で勉強 し て ， 主専攻での 実践哲学研究に 役立て た い と 考 え る 。 分野の割

合は ， 一分野一科 目 以上 と し 、 う 場合）

通常の一般教育科 目 日I］専攻 と し て取得する 科 目 I 鵠�tft：；－鱈育科 目 に

をi 学
東 洋 社 会 思 想、 史
干＊ さt

教 ff 学

自 然 人 類 学

（社会 シ ス テ ム 論講座か ら ）

社会 シ ス テ ム 基礎論 （講義 ）

社会 、／ λ テ ム 論の 諸問題 （演習 ）

政治行動論講読 （基礎ゼ ミ ）

比較政治行動論（秘義， 副専攻用 〉

c ） の 例 l . 理学部 生物物理学科志望の学生 （主専攻 の 勉強に役立つ 他の 専 門 科 目 の 勉強

を し て お き た い と 考え て い る 。 分 野 の 割 合 は ， 一分野ー科 目 以上 と い う 場合）

通常の一般教育科 目 読
専門科

替
目 か

れ
ら一般

科
教育科 目 に

み え ら る 目

，心 理 、ー士v. 物 性 学 基 礎 論

情 幸長 季ト 学 自 然社会形態論

物 迎 学 3 自 己 関 係 性

物 理 学 実 験

生 物 、弓v← 

生 物 学 実 習 i

生 物 学 2

こ の 他に， 理学部の規定に従 っ て ， 自 然科学系の 専門基礎的な科 目 を 12単位以上取得す る こ と 。

c ） の 例 2 . 医学部 臨床系講座志望の学生 （ 医学 の 基礎 と な る 自 然、系科 目 修得 と 共に ， 医

の倫理に つ い て 理解を深め る こ と を 望 ん で し 、 る 。 分野の割合は ， 一分野二科 目 以

上 と 定め ら れ て い る 場合）

通常の一般教育科 目 専門科 目 か ら一般教育科 目 に
読み替え ら れ る 科 目

法 学

個 体 論

実 践 論

生物環境進化論

倫 理 学

東 洋 社 会 思 想 史

生 物 乍 l

1:. 物 学 災 習 l

ぉno
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数 学

一 般 有 機 化 学

化 学 実 験 2

こ の他に， 医学部の規定に従 っ て ， 自 然科学系一般教育科 目 か ら34単位以上取得す る こ と 。

c ） の 例 3 . 総合 人間学部 国 際文化学科文化人類学専攻の 学生 （主専攻 の 修得 と 共に ， 主

専攻 の 助 け と な る 自 然、科学系の 科 目 を 履修 して お き た し 、 と 考え て い る 。 分野の割

合 は ， 一分野二科 目 以上 と 定め ら れ て い る 場合）

通常の一般教育科 目 専門科 目 か ら 一般教育科 目 に
読み替え られ る 科 目

e去ヨ
耳ミ 教 学

学

生物環境進化論

生物 自 然動態論

文化人類学原論

言

人 文 地 理 学 I

生 物 学 l

生 物 学 実 習 l

己 然 人 類 学

d ） は ， 現行通 り 36単位のすべて を 通常 の 一般教育科 目 か ら 履修す る 仕方 で あ る の で ， そ

の 例は省略す る 。

o 以上 の 履修例 で は ， 専門教育科 目 はすべて 総合人間学部に おい て 開講 さ れ る も の を 使用 し て

い る が ， 今 後既存学部で の 理解が深 ま り ， 各学部で開講 さ れて い る 専 門教 育科 目 が ， 一般教

育科 目 や副専攻用に （全学の学生に 向 け て ） 開放 さ れ る こ と を 期待 し た い 。

§ 8 . 新 し い一般教育の実施 に つ いて

専 門 科 目 の 読み替え や副専攻を 含ん だ 新 し い 一般教育 （一般教育科 目 ， 外国語科 目 ， 保健体

育科 目 ） は ， そ の 多様 さ と 学問的 レ ベ ル に 関 し て ， 従来の も の に 較べは る か に 盟店で高度 な 内

容 に な っ て い る 。 ま た一般教育全体の コ マ 数に お い て も ， 読み替 え 科 目 や副専攻版修に よ る 収

容数を 考慮すれ ば ， 従来以上の 規模の 開 講数 と な る 。 し たが っ て ， 総合人間学部は単 独で も 現

行 に 勝 る 一般教育を実施 しかっ運営 し う る と 考え ら れ る が ， 一般教育 と 専門教育 と が一体化 さ

れ た 新教育体制を全学的に遂行す る ため に は ， 副工事政や専門科 目 の ，読み替え に よ る 一般教育の

改革に ， 全学か ら の 積極的な 参加が強 く 望 ま れ る 。 将来的に は ， 全学の専門科 目 に お い て ， 一

般教育科 目 への 読み替え に よ る 単 位取得の 道を 聞 く こ と が望 ま し い と 考え ら れ る 。
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1 ） 一般教育科 目 の 開 講 コ マ 数

｜日

ゼ ミ ・
分 野 講 義 妻習長 l

31 

そ の 他

メtコ当、

2 ） 副専攻履修者の 最大収容数

分 野 収 容 数

人 文 190人

人 文 ・ 社 会 ！ 670 

社 会 160 

自 然、 262 

』日� 言十 1282 

京 大 広 報 1989. 3. 1 

45 

新

｜ ｜ ゼミ : i: (!i替え）｜ 講 義 （一育般科教目 ＋辛ぇ科み替目 ） 諸・ 突説 ・ 習・ 目を含 ｜ ｜ 
40 (=21 + 19 )  

9 1 ( =47+44 ) 

24 ( = 1 4 + 10)  

250 ( = 196 + 54 )  

405 ( =278+ 127) 

2 

5 

1 

102 

1 1 0  

言十

42 

96 

25 

352 

515 

注） 人数は ， 数学及び文科系講座では ， 一基 礎 ゼ ミ ナ ー

ル 当 り 20 人 ， そ の 他 の 理科系講座では ， 一実験当 り 約

4 人の 学生を （副専攻志望者 と し て ） 収容で き る も の

と して 計算 さ れて い る 。 自 然系 の 分野全体 （262人） の

内数は ， 前者が 1 70 人 ， 後者が92人 で あ る 。

な お ， 副専攻全体の 収容数1 282人は ， 一般教育 用 の

科 目 を 新た に240 コ マ 開講 し た に 等 し し 、。
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ill 学術総合研究科の基本構想

§ 1 . 現状 と 展 開 の 方 向

京都大学に設置 さ れて い る 大学院研究科は文学研究科， 教育学研究科 ， 法学研究科 ， 経済学

研究科 ， 理学研究科 ， 医学研究科 ， 薬学研究科， 工学研究科及び農学研究科の 9 研究科であ る

（ 図 I ） 。 こ れ ら の 研究科に は それ ぞれ の 基礎 と な る 学部 ・ 学科が あ り ， 学部専門教育 と 大学院

研究科で の 高度 な 教育研究 と が結合 し て 運営 さ れて い る 。 ま た ， ほ と ん どすべて の 理科系の 研

究機関 （研究所 ・ 施設 ・ セ ン タ ー） や文科系の 研究所の 大部分は既存の 大学院研究科の 教育 ・

研究に 組織的に 参加 し て ， 研究科の 霊要な 構成要素 と な っ て い る 。 ま た大学院での 教 育 ・ 研究

を 主た る 目 的 と す る 大学院講座 も 設置 さ れ ， そ れ を 基礎に し て 構成 さ れ た専攻 （例 医学研究

科分子医学系専攻） ， さ ら に 大学院講座を核に し て 既存の学科を横断的に再編成 し た工学研究

科分子工学専攻な ど も 設置 さ れ て い る 。 こ の よ う に 高度な 学術研究 ・ 教育を 目 指す大学院研究

科は ， 京都大学で ， こ こ 1 5年ほ ど の あ い だ に い ち じ る し く 拡大強化 さ れ つ つ あ る 。 しか し ，

既存の 研究科を 拡大強化す る だ けでは ， 現代の 大学が社会的 に 要請 さ れ て い る 研究 ・ 教育の 場

と し て の 責務を十全に果たす こ と は 困 難に も な っ て い る 。 そ れ は ， 科学の 内 的 な 要請 と し て ，

問題解決 と 新た な知見の 創造の た め に は ， 鋭い専門性 と 同 時に 他分野 と の 共同 作業が必要 と な

っ て き た か ら であ り ， ま た ま す ま す複雑化す る 現代社会が提示 し 解決 を せ ま る 諸問 題が ， 学部

の 専門 性の枠を 突 き 崩 し つ つ あ る か ら で あ る 。 こ の よ う な 状況に 対応 し て 大学 ・ 学部 の枠 に と

ら わ れ な い 多 く の 総合 的 な 研究が計 画 さ れ ， 組織 さ れ ， 実 行 さ れ ， 成果を あ げ て は い る 。 し か

し ， そ れ ら の プ ロ ジ ェ ク ト も 専 門 的に分化 し た 現在の 大学の教育 ・ 研 究 の シ ス テ ム の も と で

一一 文 学 研 究 科 （修士課程 ・ 博士後期課程）

一一 教 育 学 研 究 科 （修土課程 ・ 博士後期課程）

一一 法 学 研 究 科 （修士課程 ・ 博士後期 課程）

一一 経 済 学 研 究 科 （修士課程 ・ 博士後期課程）

京都大学大学院－｜一 理 学 研 究 科 （修士課程 ・ 博士後期課程）

一一 医 学 研 究 科 （博士課程）

一一 薬 学 研 究 科 （修土課程 ・ 博士後期課程）

一一 工 学 研 究 科 （修士課程 ・ 博士後期球・程）

一一 虫 学 研 究 科 （修土課程 ・ 博土後期課程）

一一 学術総合研究科 （修士課程 ・ 博士後期課程）

図 1 京 都大学大学院 の 研究科 ・ 課程の組織休系
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lま ， そ の 総合性 と 統合性 と に つ い て ， 十分な研究体制を も っ て 行われて い る と は 言 い 難い で あ

ろ う 。

ま た確かに 京都大学には近時多 く の 研究所や研究 セ ン タ ー ・ 研究施設が設け ら れ ， こ れ ら が

上記の よ う に 大乍院での 教育研究に直接的 ， 間接的に さ ま ざ ま な 形態で参加 し て い る と は い

え ， こ れ ら の 研究所等が大学院研究科の 専攻構成 の 基礎単位に な っ て い る の は ， 数理解析専攻

と 孟jを 顔学専攻ω 人 で ， Jと の 多 く は ， 既存の 学部 ・ 学ヂ｜を 基礎 と し た専攻に 参加 し ， そ の ー構

成要ぷ と し て 大学院に 関与す る に と ど ま っ て い る 。 例 え ば ， こ の 学術総合研究科に 参加予定の

束 ｜旬 ア ジ ア 研 究 七 ン タ ー で現在農学研究科の 熱袷農学専攻に 兼担講座 と し て 参 加 し て い る の

は ， そ の 9 部門 中 3 （小） 講座てあ り ， ア フ リ カ 地域研究 セ ン タ ー で理学研究科の 動物学専攻

に 兼担講座 と し て 参加 し て し 、 る の は ， そ の 1 （小） 講座に過 ぎ な し 、。 一方 ， 教養部は 200 名 以

上 の 教官群を有 し て い る が ， 学科 目 編成 の ため 直接的に は 大学院の 教育研究 に 関 与 し て い な

い。 し か し ， 教養部構成教官 の 70%以上は京都大学大学院の授業を担当 し て ， 大学院 で の 教育

と 研究に お け る 重要 な 構成 メ ン パ ー と な っ て お り ， 他大学大学院への 出 誌 も ま た 活発 に 行われ

て い る 。

こ れ ら ， 現在直接 的 に は既存大学院 の教育研究に 関 与 し て い な い 学 内 組織の学的 エ ネ ノレ ギ 一

生 叫j日 し て ， 上記の如 き 総 合 的な 研究 ・ 教育 を 目 的 と し た独 自 の 大学院研究科を組織 し， 学 内

外 ι 1;1］ け て 5�＼）J的 にl柄かれた研究 ・ 教 育 の拠点を設立 し よ う と い う のが， 新 し い 「学*l'IT総合研

究科」 の 構想であ る 。 研究科 の ス タ ッ フ は さ し 当 た っ て教長54名 ・ 助教授49名 ・ 助手30 名 （噌

員 を 合む） で村山記 さ れ る 。 こ れ ら の 内 の 教長 と 助 教授は ， 教養部 ・ 東南 ア ジ ア 研究 セ ン タ ー ・

ア フ リ カ 地域研究 セ ン タ ー の教官の兼任 と な る が， 将来克 に ， 他研究科や学内外研究所等か ら

の 参加や提携 を 求 め て ， 多十五に 「 ！JMかれた研究科」 の 突 を あ げた い 。

§ 2 . 研 究科の組織の形態

本研究科は既存の 9 研究科 と は兵な り ， 専門学部に 基盤を お か な い 独立研究科の 組織形態を

と る 。 そ れ ぞ れ の 専攻は ， 学科 目 指IJ の 教養部 （将来は 教務部に於 て 計画 中 の 大講座制 の 総合 人

間学部） の 約 l /3 の 教官 と ， 部 門 制 の 東 南 ア ジ ア 研 究 セ ン タ ー 及び ア フ リ カ 地域研究 セ ン タ ー

の 全教官 と に よ っ て ， 新たに組織 さ れ る 大学院講座を 基礎に し て 構成 さ れ る 。 ま た上記の 如 く

計画 中 の 「総合 人間学部」 へ の 学部化が実現 し た 場 合 に は ， そ の 学部に お け る 研究 ・ 教育体制

と の 一定 の 対応が本研究科の 内部構成に予定 さ れ て い る 。 新 し い そ の 学部は ， 自 然 と 人 間 の 新

た な 全体的調和を 可 能にす る 文 明 の 条件 を 求め て ， 研究 と 教育に お け る 総合性を標携す る も の

であ る が故に ， 本研究科の 基 本構想、 と の 原理的対応が可能 と な る か ら であ る 。 ま た さ ら に将来

は ， 学 内 外の各部局か ら 種 々 な 形態で教官の 参加 が 可能 と な る よ う な 組織体制j を と り ， 本研究

科を 京 都大学全体の 総合的な 教育 ・ 研究 の 場に ふ さ わ し い も の と す る 。

新研究科の 基礎的 な 単位 と な る 大学院講座は ， 数名 以 上 の 教官に よ っ て 組織 さ れ る 大講座制

を と る 。 鋭い専門性を追求 し ， 体系的な学聞を 教育研究す る う え で 「小」 講座制は 安定 し ， す

ぐ れ た 成果を あ げ て き たが ， 他方 ， 異な っ た学問分野 の 協力や ， さ ら に は そ れ ら の 総合 の 見地
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に た て ば ， 多様な分野の 研究者が緊密に協力 し ， 協 同 の成果を あ げ る 体制 と し て の 独立研究科

・ 大講座制は ， 方法 と 実践に亘 る 柔軟性 と 総合性におい て ま さ っ て い る と 考 え ら れ る か ら で あ

る 。

§ 3 . 研 究科の教育研究計画

学術総合研究科は ， 次 の 3 つ の 専攻 と 8 つ の 講座を も っ て 編成 さ れ る 。

① 科学 ・ 人 間論専攻

1 . 科学論 ・ 基礎科学講座

② 文化論 ・ 文化史専攻

1 . 言語 ・ 文化論議座

③ 地域研究専攻

2 . 人間論講座 3 . 生命 ・ 環境論講座

2 . 欧米研究講座 3 . 日 木 ・ 中 国 研究講座

1 . 東 南 ア ジ ア 地域研究講座 2 . ア フ リ カ 地域研究講座

新研究科の学生定員は ， 修士課程30名 ， 博士後期課程15名 の 入学定員 で ， 完成年度に は学生

定 員 105名 の サ イ ズに な る こ と が計画 さ れて い る 。 大学院学生 （院生） は ， い ずれかの 専攻を

選び ， そ こ の 講座に所属す る 。 大学院で・の 基礎教育で、重要な役割をは た し て き た ど ミ ナ ー ル は

各授業科 目 を 基礎に し て 開設 さ れ る 。 院生は ， 所属す る 講座で開設 さ れて い る 講義や ゼ ミ ナ ー

ル だ け で‘ は な く ， 同 一専 攻 の 他講座， あ る い は他専攻で開設 さ れて い る ゼ ミ ナ ー ル の 履修 も 要

求 さ れ る 。 ま た専 門研究者 と し て の 成長の基盤 と な り ， 独 自 性 と 創造性を 養 う 論文指導は ， 所

属す る 講座を単位 と し て 行わ れ る 。 広い分野に つ い て の 講義や ゼ ミ ナ ー ル と 専門性を養 う 論文

指導の 組合せに よ っ て ， 新研究科の 目 標 と す る 「学際性」 と 「総合性」 を 体現 し た 新 し い タ イ

プ の 研究者を 養成す る 。

さ ら に 加 え れ ば ， 院生が所属す る 講座は複数の 教授が存在す る 大講座であ る 。 そ こ での 研究

指 導は ， 小講座の よ う な 単数 の 教授 に よ る 研究指導で は な く ， 主 た る 指導教授に 加 え て ， 複数

の 教官が指導に あ た る シ ス テ ム に な る で あ ろ う 。 異な っ た専 門領域を 研究す る 教官群に よ る 研

究指導は ， 院生の研究者 と し て の 総合性 と 学際領域に対す る 探 求 の 能 力 を 育 て る 基礎 と な る で

あ ろ う 。 大講座制 は 研究 で の 総合 性 と 学際性だ け で な く ， 教 育 で の 総合性の基礎 と し て も 重要

な シ ス テ ム であ る 。

新研究科に おけ る 教育 ・ 研究に あ っ て 重視 さ れ る 更に 一つ は ， すべて の 専攻に亘 り ， 且っそ

の 方法に応 じ た フ ィ ー ル ド 研究 ・ 野外調査 ・ 実験 の 必要で あ る 。 それは ， 京都大学 の 野外調査

に つ い て の 良 き 伝統を さ ら に 発展 さ せ ， 現実世界に対す る 鋭い 観察 力 と 洞察 力 を 育て ， 体系化

的営為 と し て の学に ， 不 断 に 新 た な 血を供給す る で あ ろ う 。

§ 4 . 研究科の期待 さ れ る 効果

研究 の 総合性 と 学際性を 主 と し て 追求す る 組織 と し て の 新研究科は ， 各学部 ・ 研究所な ど に

聞かれた独立研究科 と し て の そ の 性格か ら し て ， 大学での学際的な研究 の 展 開 の 中 心 と な り ，
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教育 ・ 研究の 総合性を 発展 さ せ る 基礎的 な 組織 と な る こ と が期待 さ れ る 。

こ の 研究科へ入学す る 学生は ， 京 都大学は も ち ろ ん ， ひ ろ く 圏 内 外の 大学 の 学部卒業生であ

る 。 こ の 中に は ， 大学卒業後 な ん ら か の 職業 に 就 い た 社会 人 も 含ま れ る 。

本研究科の 教育機能は ， 次 の 3 つ に 分け て 考え る こ と がで き る 。 そ れ ら の な かで基幹的 な 機

能は ， 総合性 と 学際性に つ い て の 専 門 的 な 修練を積んだ新 し い タ イ プ の 研究者の 育成に あ る 。

そ れ な し に は ， 新 し い タ イ プ の 職業 人 の 育成 も ， 社会人 の 高 度 な 再教育 も あ り え な し 、。

( 1 )  新 し い タ イ プ の 研究者 の 育成

本研究科の 研究面での 特色は ， そ の 「学際性」 と 「総合性」 と に在 る 。 し た が っ て ， こ

こ で学 ん だ 者 は ， 既設の 諸研究科で学ん だ 者 と は異な っ た新 し い タ イ プ の 研究 者に な る こ

と が 期待 さ れ る 。

例 え ば ， 科学 ・ 人 間論専攻 の 人 間論講座での 「人間」 の 捉 え 方は ， 従来 ， 哲学系 ・ 人 間

科学系 ・ 社 会科学系お よ び 自 然、科学系な ど の 諸科学で そ れ ぞれ 別箇に考究 さ れ て き た 人 間

存在に つ い て ， そ れ ら の 諸科学を 総合的に運用 し て ， 人 間存在全体の構造 と 意味 と を統合

的に把握す る 観点、を ’市に も ち な が ら ， 人 間 に 関す る 様 々 な 事 象 を 研究す る と い う 近 り 方で

あ る 。 こ こ で の 訓紋が ， さ ら に 科学論 ・ 基礎科学講座 の 科学論的思考や ， 生命 ・ 環境論議

座での 生命一般や 自 然環境な と． へ の 視 野に よ っ て ， 深 さ と 広 さ と を 獲 得すれば ， ま っ た く

新 し い タ イ プ の 研究者宏生み出す可能性が あ る 。

そ れ は ま た ， 文化論 ・ 文化史専攻の 言語 ・ 文化論議座に と っ て も 同 様で あ っ て ， 言語的

事象や文化事象を そ れ ぞれ個別的対象 と し て 取扱 う の では な く ， そ れ ら につ い て の 諸科学

を 総合す る 視点か ら ， 新 し い 枠組み の 中 で理論を 構築 し よ う と す る も の で あ る 。 ま た ， 欧

米研究講座は ， 木学に お い て 永い伝統を有す る 中 国学を モ デ ル と し た欧 米学 と も い う べ き

新 し い 領域を 打 ち 立て よ う と す る で あ ろ う 。 す な わ ち ， 既設の 諸研究科で個別に扱われて

き た 欧 米の 言 語 ・ 法律 ・ 社会制度 ， 風俗 ・ 習慣な ど を 総合 的に 考究 し て ， 文化全体の 統一

的視野の下で研究 し よ う と す る も の で あ り ， こ こ に 育 っ た学生は ， 従来 の 独文学専攻 ， フ

ラ ン ス 史専攻 ， 英米法専攻 ， 等 々 の 学生 と は違 っ た タ イ プ の 研究者に な る こ と が期待 さ れ

る 。

日 木 ・ 中 国研究講座 も ま た ， 新 し い東 洋学 と も い う べ き 領域の 開拓 を ， 当 面 ， 日 本 と 中 国

に焦点を 置い て 考 え よ う と す る も の で あ る が ， 吏に ， 外国人留学生の 日 本文化研究 に 対 し

て は ， 本講座が大学院 レ ベ ル て”の 教 育 ・ 研究 の 場を提供す る こ と に も な ろ う 。 と し 、 う 以 上

に実際に 望 ま れ る の は ， 単 に 教育に お け る 「国 際化」 と し て の 留学生受け入れな ど に と ど

ま ら ぬ ， そ れ ぞれ の 文化的個性を豊かに 背景 と し た 外国 人研究者 と の 交流 ・ 協 同 ， 世界文化

的 な 視 野 を 具 え た研究者 の 養成な ど ， 研究に お け る 正 当 な 「国 際化」 な の で あ る 。 欧米地

域 に つ し 、 て も 東南 ア ジ ア 地域に つ い て も ， ま た ア フ リ カ 地域 に つい て も ， 広 い 視野 と 深い 理

解 力 を 備 え た 研究者 ・ 国 際 人の 養成が ， 本研究科の 教育効果 と し て 期待 さ れ る で あ ろ う 。

東 南 ア ジ ア 研究 セ ン タ ー 及 び ア フ リ カ 地域研究 セ ン タ ー は ， こ れ ら の 地域に関す る わが

国唯一の 総合的地域研究機関であ る が ， 本研究科は こ の 両地域研究 セ ン タ ー の 特 色 を 十分
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に活用 し て ， 学際性を特性 と す る 全 く 新 し い タ イ プ の 研究者 の 養成 を 目 指 し ， 同 時 に 当該

地域出 身者か ら 優秀 な 研究者を 育成 し て ， 国 際的な 共 同 研究 ・ 教育活動を杭極的に 推進 し

よ う と す る も の で あ る 。

(2) 新 し い 分 野 で の職業人 の養成

現在 ， 高度に発展 し た 科学技術を推進 し て ゆ く に 当 た っ て ． こ れ に 対応す る 行政問での

変革 と か 自 然や社会生活へお よ ぽす影響等を考J替に 入れねばな ら ぬ こ と は ， r う ま で も な

L 、。 と く に 科学行政 ・ 産業開発 ・ 企業経営な ど の 分野で ， “科学 の 判 る 文科系” ・ “文科的

識見を 持つ理科系” の 人材が 求 め ら れ て い る に も かかわ ら ず ， 従来の個別専門 的 な 大学院

教育では ， そ の 要求に十分に応え る こ と が で き な か っ た。 木研究科で育成 さ れ る 新 し い タ

イ プの 研究者が ， 将来 ， 科学 ・ 技術行政官 ， 産業計画 ・ 企問者 ， 企業経営者等 々 の ， 広い

視野に立つ こ と が 要求 さ れ る 分野で ， 総合的見J也を も っ た 社会人 と し て 活躍す る 機会は多

い で あ ろ う 。 ま た ， 今の 日 本で 痛感 さ れ て い る 本格的な 科学 ・ 文化 ジ ャ ー ナ リ ス ト の 需要

も ， 本研究科修 了 者に よ っ て 充 た さ れ る こ と に な ろ う 。

(3) 社会人 の再教育

さ い ど に ， 本研究科は ， 生涯教育社会の 要請に応 じ る 日度一般教 育 の 機関 と し て も 機能

し ， 高 齢者社会に お け る 人的能 力 の 再活性化に ， 学術の 高 度 な 総合 化を 通 し て ＇／；）－ 与 し よ う

と す る も の で あ る 。

要す る に ， 本研究科は学聞に お け る 聞かれた姿勢 と ， 総合 さ れた構造を創 り だす こ と に よ っ

て ， 社会に た し 、 し て も ， さ ら に 国 際的に も 「聞かれ た 大学院」 と し て 設立 さ れ よ う と す る も の

で あ る 。

§ 5 . 学術総合研究科設置の 目 的 と 構想

現代の 学術研究 は ， あ ら ゆ る 領域 に お い て 著 し い発展 ・ 深化を み た が ， そ の 一方で研究分野

の 高 度 な 専門化 と 細分化を も た ら す に 至 っ た。 京都大学の 各研究科 ・ 研究所等 は ， お おむね こ

の よ う な 専門 化に 対応 し た組織を も っ て 運営 さ れ て お り ， そ こ か ら 多 く の す ぐれた研究成果が

生 み 出 さ れ た こ と は 周 知 の 事実で あ る 。

し か し ， 我 々 人 聞がそ の 中 に 生 き る 現実 の 世界そ の も の は ， 決 し て 己 れ ら の 専門化 ・ 細分化

さ れ た個別的領域 に 収 ま る も の で は な く ， 自 然的事象や社会的IJ\'.象 ， あ る い は文化的事象のす

べ て が有機的に 関連 し あ っ た 具体的 な 全体 と し て 経験 さ れて い る の であ る 。 学問研究の 営為は

本 来 ， 人 聞に と っ て の こ の 具体 的 な 現実に即応 し て 出 発 し た も の で あ り ， 最終的 に そ の よ う な

現 実 の 全体的な意味を 明 ら かにす る こ と を 指 向すべ き であ ろ う 。 し か し ， 研究分野の高度 な 専

門 化 と 細分化の 進行は ， そ れ ぞれ の 領域に お け る 知見の刑大の た め に き わめ て 有効に働い て き

た 反 面 ， そ れ ら の 知見の 聞 の 全体 的 な 連 関 を 見 え に く く し て い る こ と も 事実 で あ る 。 学問研究
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そ の も のが本来指向すべ き こ の 全体的な連闘を 明 ら かに す る た め に は ， お の ずか ら 学際的視点

と 専門 諸科学の 総合 の 努 力 が 必要 と な ろ う 。 こ と に 今後人類が 出 会 う で あ ろ う 困難で複合的な

諸問題に対 し て は ， 専門諸科学が協力 し て こ れに 取 り 組む ほ か は な い 。

こ の 見地か ら す る 新た な 研究領域 と し て は ， さ し あ た っ て 以下 の よ う な 事例が考え ら れ る で

あ ろ う 。

I ） 科学 ・ 技術を 重要な構成要素 と す る 現代世界に おい て ， 科学 ， 特に基礎科学が果す役割

と そ の 意味 の 解 明。

2 ） 物質 ・ 生命 ・ 文化 と い う ， 現実の 全体的関連の な か で ， 人聞が果す機能 と そ の 存在構造

の 解 明 。

3 ） 科学 ・ 技術 の 発展の な かで ， 自 然 と 人 聞 と の 新た な 全体的調和を 可能にす る 生命環境の

解 明 。

4 ） 人類文化の 多 様な 展開 と し て の 各地域の 社会 ・ 文化の 個 性的様態 と 共通性に つ い て の 解

明。

こ れ ら の 研究を 有効に遂行す る ため に は ， 専 門 諸科学が既成 の 体制で協力 し あ う だ け で は な

お不十分であ り ， 上述の よ う な 目 的を 明 確 に それ 自 体 と し て 設定 し ， そ の 目 的に よ っ て 統合 さ

れ た研究機構を 新た に組織す る こ と が必要であ る 。 本構想は ， こ の よ う な 新 し い 教育 ・ 研究の

機構に お い て ， 総合的な 研究 目 的 に 即 し た研究者を 育成 し ， 更に 現代世 界 と 科学 ・ 技術の 進展

に と も な っ て 今後展開 の 予想 さ れ る 新た な 研究領野に対応 し う る 柔軟性の あ る 研究者 の 養成 を

目 指 し て ， 京都大学大学院に学術総合研究 科 と し 、 う 新 た な 研究科を 設立せ ん と す る も の で あ

る 。

§ 6 . 専攻 ・ 講座の説明

( 1 ) 科学 ・ 人間論専攻

科学が世界の 中 に 占 め る 位置は ， 近来 ま す ま す重要 と な っ て い る 。 科学は ， 人 聞が世界を

知的に探求す る 手段であ る に と ど ま ら な し 、。 科学の 明 ら かにす る 秩序を基に し て 新た に 組織

し 直 さ れた世界は ， 人 間 自 身を も そ の 中 に 含む一つ の 新 し い 現実 で あ る 。 こ の よ う に 科学を

木 質 的 な 形成要素 と す る 現代世 界 は ， 人 間 と 自 然の 調和 を 特徴 と す る かつ て の コ ス モ ス では

な く ， 科学技術を媒介 と し て 人 聞が ， 自 分 自 身 と ， 自 ら の 住 ま う 自 然世界の あ る べ き 姿を つ

ねに探求 し つ づ けね ば な ら ぬ ， 緊張 し た 力動的現実で‘ あ る 。 こ の よ う な 現 代世界 の 全 体 の 構

造 と 運動の 力学をそ の あ り の ま ま の 姿で解明 し ， そ の 成果 に 基つ い て 人類社会の 将来に益す

る 科学 と 人間 と の 望 ま し い あ り 方を 見 出 す た め に は ， 個別科学 の 個 々 の 研究を も っ て し て は

不十分で あ り ， lji な る 哲学的思弁を も っ て し て は 具体的現実性を 欠 く で あ ろ う 。 我 々 が現在

所有す る あ ら ゆ る 分野の 知識 と 研究方法 と を 動員 し て ， 科学 ・ 人 間 ・ 自 然、の 緊張関係の 全体

を 総合的に 究 明す る こ と ， こ れが必須の 課 題 と し て 要求 さ れ る 。 科学 ・ 人 間論専攻 の 設立 目

的 は ま さ に こ こ に存す る 。
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本専攻に お い て は ， ま ず科学的認識の 本質 を基礎科学 の 実 際 の 研究活動 と 結 び つ け て 解 明

し ， そ れに よ っ て 現代世界を 構成す る 科学的認識が し 、 か な る 基盤 と 発展構造 を 有す る かを 明

ら か にす る 。 こ れが本専攻の 第一講座 ， 科学論 ・ 基礎科学講座の 課 題 と な る 。

人 聞は 単 に 生物社会の 一 類 と し て 生存 し て い る の ではな し 、。 向 然環境の な か で歴史的 ・ 社

会的環境 と 絶え ざ る 相互作用 を 行 い つ つ ， 科学 を は じ め と し た知的創造や社会的行為， 文化

的価値形成を 行 う 存在であ る 。 こ の よ う な 人 間存在の 具体的 な あ り 方を 諸科学の 総合的適用

に よ っ て 解 明す る こ と ， こ れが 本専攻の 第二講座 ， 人間論講座の 課題で あ る 。

科学技術の 驚異的発展に よ っ て 我 々 は 自 然 と の 古 き 良 き 調和あ る 生活 を 失 っ た と 言 わ れ

る 。 し か し 現代社会を ， 科学技術を 抜 き に し て 営む こ と も も はや不可能で あ る 。 科学技術の

媒介に よ っ て 新た な 調和が 可能 と な る よ う な 生命 ・ 自 然環境が あ り う る と すれ ば ， それはい

か な る も の か。 自 然的対象 の 単に ニ ュ ー ト ラ ル な 分析的研究に と ど ま ら ず ， 自 然全体 と の 新

た な 共生の 可能性を 目 指 し て ， 生命 ・ 自 然、環境 の 全体を 総合的 に 研究す る こ と ， こ れが本専

攻 の 第三講座 ， 生命 ・ 環境論講座の 課題で あ る 。

＠科学論 ・ 基礎科学講座

人 聞 が 世 界の 中で 生 き る 仕方を 他 の 生物 と 区別す る 最大の 特徴は ， 事象に対す る 直接的

な 関係を ひ と ま ず断ち ， そ の あ い だ に 距離を と り な が ら ， 事 象 の そ れ ぞれ や 人 間 と の かか

わ り を ， 言語な ど の 媒体に よ っ て 一般的な 関連の 中に位置付け る こ と で あ ろ う 。 事象の

般的な 関連に お け る 把握が 客観的で理論的な知を生み ， さ ら に こ の 知に よ っ て ， ま た新た

な 事象や 関係の認識が生み 出 さ れ て く る 。 こ れ ら の 営為が 体系化 さ れ て 利学が成立す る 。

科学は知 と し 、 う 人 間特有の 生活様式か ら 生 ま れ た世 界認識の体系で あ る と い え る 。

し か し ， 科学は単に 人 聞 の 生活様式 と し て ， そ の 形成 と 発肢が行われ る に と ど ま ら ず ，

そ れ 自 身 と し て 内発的に展開す る 運動 シ ス テ ム を 形成 し ， こ れが 高 度 の 技 術 の 進展 と 相 ま

っ て ， 人 間 と 社会に 作用す る 客観的安在 と し て 進化す る 。 そ の ｝｝味 で科学は ， そ れ 自 体が

科学の 対象 と な る ， 現代世界の 本質的構成要素であ る と い え よ う 。

本講座は ， こ の よ う な 科学 の 成立 と 変動 ， 人 聞 の 生存 と の 係わ り の 歴 史 ， 科学の 原理的

・ 本質的 な 構造 と 機能につ い て ， 現代の 個 別 諸科学の 方法 と 知見を 総合 的に 運用す る こ と

に よ っ て ， 客観的で根本的な 認識を 得 る こ と を 目 的 と す る 。 こ の 場合 と り わ け ， 論理性に

裏づけ ら れ た 科学の 内 発的発展 の 把握 と 制御が中軸的な X1:味を持つが故に ， そ の 研究 は ，

最 も 原理的な パ ー ト と し て 展開す る 数理及び物理に お け る 個 別基礎研究 と 独立 に は あ り え

な い。 こ の ため 本講座は特に ， 数理 ・ 物理に おけ る 理論の 独 自 性 と 先駆性を 立証す る 直接

的 な 営為 を ， 科学そ れ 自 体の 研究の不可分 の 領域 と し て 含み ， こ れ ら を骨組み と し て ， 科

学総体の歴史的展開 の 基本 的 な メ カ ニ ズ ム の 把握を 目 指す。

〈授業科 目 例〉

・ 科 学 論

・ 位 相 形 態 論

・ 科 学 史

・ 基 礎 解 析 学
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・ 理論物理学原論 ・ 統 計 理 学

＠人 間 論 講 座

人 間に と っ て 最大 の 謎 は 人 間 自 身で あ る と 言われ る 如 く ， 人 間 と は何か と い う こ と は古

来 の 根本問題であ っ た。 し か し 人 間 そ の も の を 研究対象 と す る 人類学 も ， 文化人類学は諸

民族の 文化的現象に考察を 限 り ， 自 然人類学は 人 聞 の 生物的起源に研究を 限 定 し て い る 。

こ れ ら の 限界 を 超 え て 人 間 の 全体的存在を把握 し よ う と すれ ば ， 様 々 な 専 門 科学を 通 し て

得 ら れ る 人間存在に つ い て の 諸知見を総合せねばな ら な い が ， そ う し た試みは こ れ ま で殆

ど な さ れた こ と がな か っ た。 それ ど こ ろ か ， 人間性の あ る 一面 の み に 着 目 し ， そ れ に 基づ

い て 政治 ・ 社会体制を 構想 し よ う と す る 傾 向がむ し ろ 一般的 で あ っ た。 そ し て ， 周 知 の よ

う に ， そ の こ と が し ば し ば大 き な 弊害を も た ら し て き た。

本 講座は ， 第一に ， 人 聞 に つ い て の 一面 的 な 先 入見を 排 し ， 人 間を そ の あ り の ま ま の 全

体性 に お い て 明 ら かにす る こ と を 目 標にす る 。 そ の た め に ， 心理学 ・ 社会学 ・ 教育学 ・ 宗

教学な ど の 人 間 諸科学の み な ら ず法律学 ・ 政治学 ・ 地理学な ど の 社会諸科学 ， 建築学 を は

じ め と す る 自 然、諸科学を 総合的に運用 し て ， 人 聞 に つい て の 広範な 実証的知識を獲得す る

こ と を 目 指す。 加 え て ， 人聞は 自 然界 に お け る 一 生物 で あ る に と ど ま ら ず ， 自 ら 自 己 の 存

在 の 意味 を 追及 し 自 ら の 住 ま う 世 界を 能動的に形成 し よ う と も す る 動物 で あ る 。 本 講座に

お い て は ， 第二に ， こ の よ う な 人 間 の 特徴に鑑み ， 獲得 さ れ た 実証的知識を 基 盤 と し て ，

人 聞 は い か に 生 き る べ き か ， い か な る 存在意味を も つ も の か と い っ た 規範的 ・ 哲学的問題

の 探求 を 行な お う と す る も の で あ る 。

〈授業科 目 例〉

・ 人 間存在基礎論

． 行 動 学 基 礎 論

・ 国 際 関 係 論

・ 超 越 と 象 徴 論

・ 社 会 的 行 動 学

． 環境構築技術論

・ 人間実践規範論

・ 攻 撃 行 動 論

． 比較地域構造論

－ 人 間 形 成 史 論

・ 産 業 関 係 論

＠生命 ・ 環境論議座

本講座は ， 地球に於て 生命活動 の 営み を 支え て い る 物理的 ・ 化学的環境 ， 及 び そ れ と 相

互作用 を 行い つ つ ， そ れに適応 し 生活 し て い る 生物 の 生活史 ・ 自 然史を 明 ら か に し て ， 広

く 地球 と そ の 居住者 と を 含めた シ ス テ ム 全体 の 動的 な 活動を研究 ・ 教育す る こ と を 目 的 と

す る 。

こ こ でし 寸 環境 と は ， 巨視的な岩石圏 ・ 水圏 か ら それを構成す る 鉱物 の 構造 と 存在状態

に い た り ， 更 に天 然、の 水溶液系で あ る 陸水 ・ 海水や 各種溶液類の 微視的環境 ま で を 含み ，

特にそれ ら を 生物 と の 関係を も 考慮、 し た動 的 な 変化系 と し て 取 り 扱 う 。 複数の 相 の 接す る

環境 ， 例 え ば固 体 と 液体 ， 液体 と 気体 と の 接す る 環境の探求は特に重要な課題で あ る 。

こ れ ら の環境の 中 に生 き る 生物 の 自 然史 は 本講座 の 重要な 研究分野で あ り ， 天 与 の 環 境

と 共に科学技術に よ っ て 形成 さ れ る 新た な 環境 と の 相互影響を も 視野に入れて ， 生物 の 動

qo
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的 な存在様式の総合的な 研究が 目 指 さ れ る 。 そ の 意味 で 本 講座は ， 学 内 で も ユ ニ ー ク な 存

在 と な る で あ ろ う 。 こ の 自 然史 の 微視的分野 と し て 細胞 ・ 組織の レ ベ ルか ら 個体の レ ベ ル

が あ る こ と は 言 う ま で も な し 、。 ま た ， 人 間 の 環境に対す る 適応 と 環境に対す る 働 き か け も

重要な研究分野で あ る 。

以上述べた 自 然史 ・ 生物史の 方法論的基盤 を 保証 し つつ ， そ れ 自 体が研究対象 と な る 分

野 と し て溶液化学 ・ 分子間相互作用論な どが あ り ， 地球環境 と の 接点では地球化学 ・ 水固

化学 ・ 水熱反応論 な ど の 姿を と る 側面 も あ り 得 ょ う 。 し か し 本講座総体 と し て は ， 生命 ・

自 然環境探究の 一体性を 追求 し た講座活動 を 行 う も の で あ り ， かか る 面か ら 全学に刻 し て

聞かれた研究 ・ 教育活動を 行 っ て し 、 く 用 意が あ る 。

〈授業科 目 例〉

・ 徴 環 境 論

・ 生 命 構 造 論

・ 環 境 適 応 論

( 2 )  文化論 ・ 文化史専攻

－ 地 球 環 境 論

・ 水 圏 化 学

・ 身 体 適 応 論

・ 生 命 環 境 論

・ 動 物 自 然 史 論

・ 地 球 構 造 論

・ 植 物 向 然 史 論

人間の歴史は ， 異な る 環境に対 し て 異な る 適応を行い ， 多様な 生活文化や社会制度 ， そ し

て 地域性に彩 ら れ た 独 自 の 精神世界を 創 出す る 過程であ っ た。 適応の成果 と し て ， 人類は環

境 の 制約か ら の 独立を 得 ， 改め て ま た そ の 交流 ・ 接触は ， 時代の 花を 多彩に咲かせ て き た。

本専攻は ， 文化の 出 会 い に おい て 「異な り 」 と し て 見い だ さ れ る ， 各個別文化の 特性は何で

あ る の か ， ま た そ の 特性 を 形成 し て き た 要 因 は 何で あ る の か に つ い て 研究す る と と も に ， そ

れ ぞれの文化に 含 ま れ る 類似性 ， 更に異質性を 生 み 出 し て き た ， 人類文化の 基盤 と し て の 共

通性 ， つ ま り 文化 と し て の 普遍性を 究 明 し て ゆ く 。

即 ち ， 第一講座 ， 言語 ・ 文化論議座は ， 人 類の 文化現象や諸文明 に 関す る 一般法則 性を 明

か に し ， と も に ， 文化現象の 展開 の 契機で あ る 言語的 ・ 非言語的な 意味手段につい て の 一般

性原理を 追 求す る 。 そ れ は ， 本専攻 中 の 他 の 二講座 と 縦横 の 研究体制を 敷 く と と も に ， 第一

専攻に対 し て の 一定 の 架橋 を 計 る も の で も あ ろ う 。

古 代ギ リ シ ア ・ ロ ー マ の 伝統を継承 し つ つ ， キ リ ス ト 教 を 基礎 と し て 形成 さ れ た統一的 な

欧米文明 は ， そ の 言語 ご と の 個 別文化 と し て 問題に さ れ る と と も に ， 欧米文化 じi 身の 特殊個

別性が問題 と な る 。 第二講座 ， 欧米研究講座が必要 と す る も の は ， q守に欧米固有の 歴史的経

験か ら 抽 象 さ れた さ ま ざ ま な 文化的枠組や基木観念 ・ 命題な ど に つい て の 批判的考察で あ ろ

う 。

東 ア ジ ア は ， そ の 言語 ご と の 固有文化が ‘ そ れ ぞれ の 固有信仰卜判命迎 と 仏教 と の 多様な 係

わ り の 中 で ， そ の文化的個性を 主張 し ， ま た 例 え ば欧米文化 と 異な っ た価値的共通性を顕わ

に し て き た。 第三講座 ， 日 本 ・ 中 国研究講座はそ れ を ， 当 面 ， 中心的に 日 本 と 中 国 ， そ の 相

関に重心を お い て 研究す る であ ろ う 。
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国 際化の 名 で 呼 ばれ る 今 日 の 人類文化の 状態は ， 個別文化の 多彩な接触 ・ 交渉 の 成果で あ

る ， と と も に ， 急速な 単一化 ・ 同質化 と し て の 額落の 様相を 見せ 始め て い る 。 そ の 行 き 先を

見定め る こ と の 今 日 的課題に と っ て ， 文化の 普遍性 と 個別性の 問 題を 問 う 本専攻は ， 学的な

一つの要請 で あ り 得 る で あ ろ う ， と と も に ， 人類文化 の 将来 を 見定め ， 方 向づ け る こ と を ，

本専攻はそ の 主体的関心 と す る 。 方法を貫 く も の は学際的総合性であ り ， 広 い 文 化的視野を

具 え た 研究者 ， 現代社会の 文化的要請に 応え 得 る 人材の 育成 を ， 本 専攻は 企画す る 。

＠言語 ・ 文化論講座

人 間現象の 科学的な 研究に お い て 中心 的 な 課題は ， 人 類が そ の 歴史的経過 の な か で 多 様

な 形で 発展 さ せ ， 現代文 明 に ま で 継承 さ せ て き た ， 個別文化の 豊富かつ多 様 な 展 開 の 解 明

と ， そ し て それ ら を 1'l・い て 人間現象一般に共通す る 人間性の 普遍 的 な 側面 と 個別文化 と の

相互関係 の 解 明 で あ る 。 本講座は ， 人聞社会 ・ 人 間文化の 基礎に あ っ て ， そ の 発展に 大 き

い 役割 を 果 し て き た 言語現象か ら ， 非言語的な情報交換手段に い た る ， 記号学的側面に ま

ず着 目 し ， 言 語 の 構 造 ， 行為， あ る い は そ の 社会的側面を 総合的に理解 し ， 言 語展開の 過

程に つ い て の 方法論的検 討 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に つい て の 一般的理解 を 深め た う え で ，

人 間 の 科学の 総合を 目 指す意味 で の 文化人類学をす え ， 文化の系統の法則的追求 ， 文化形

成過程 の 解明 ， そ し て 多様な 人類史上の 諸文 明 に つ い て の 一般法則性の 追求確立を 目 指す

分野 ま で ． 全体 と し て 学際的な総合 に よ る 新 し い 科学 の 建設を 目 指す。

本講座の 第ーの 特色は ， 地域性を 鮮 明 に し て い る 本専攻 の 他 の 二講座や地域研究専攻 と

は 呉な っ て ， む し ろ 第一専攻た る 科学 ・ 人 間論専攻 の 目 的 に 近い 普遍性 の 追 求 を 主 眼 と

し ， 人類の文化現象 ， そ の 発展の 根本的契機 と な っ た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 諸相 と 言語現

象につい て の 学際的総合的 な 研究を 白 的 と す る 。 当 然個 別 の 研究者の 専 門分野に お け る 個

別的な 研究 も ， 木 講座に お い て は そ こ に 収徴 し て ゆ く 。 す な わ ち ， 人 間の 言語 ・ 文化現象

に 関す る 法則定立的な 一般性の追求が本講座 の 目 標で あ る 。 本講座に専攻所属 し て 研究す

る 学生は ， 卒業後は 言語学 ・ 人類学 ・ 民族学 な ど の 諸分野に お け る 研究 と 教育 に 従事す る

研究者を 目 指す こ と の ほか に ， 国 際化時代に お け る 世 界 の 各界で幅広い 識見を も っ て 活躍

し 広 く 人類全体に貢献 し て ゆ け る 人 材 と し て 養成 さ れ る 。

《授業科 目 例〉

・ 言 語 情 報 論

・ 言 語 史 方 法 論

・ 文 化 系 統 論

＠欧 米 研 究 講座

・ 言 語 構 造 論 ・ 言 語 行 為 論 － 社 ム 雪 雲fi ,,,,_ :z:;; ロ ロロ 寸h

・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン論 － 文 化 人 類 学

－ 文 化 形 成 論 － 文 化 相 関 論

現代社会は ， 政治 ・ 経済 ・ 文化 な と’各分野に わ た っ て 全地球規模の 一体化が急速に進み

つ つ あ り ， 主体的に こ の 国 際社会に 参加 し な けれ ば な ら な いわが国 に おい て ， 世界的視野

を も っ て 時代の 要請に こ た え う る 人材の 養成は急務 で あ る 。
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現代の 国 際社会が 欧 米 の 伸張 と それに対す る 他地域 の 対応 と し 、 う 緊張関係の 中 で形成 さ

れ た こ と ， ま た 日 本を 含む 世 界諸地域の 近代化が 欧 米 の モ デ ル な し に は あ り え な か っ た こ

と ， そ し て 国 際社会の 構造が近代以来 の 国 際関係を基礎に し て い る こ と は ， 歴史的事実で

あ る と と も に ， 今 日 の 世 界の 現実で も あ る 。 し か し 間 際化が進み ， 相互 交流 ・ 相互依存 の

関係が深ま る につれて ， 欧米地域の 社会 と 文化に 関 し て も ， かつて 西欧文化の 愉入に専心

し た 時 代 と は異な り ， 一用主体的 で ， 精窃かつ総合 的 な 研究が求め ら れ る よ う に な っ た。

欧 米研究 と い え ど も ， 対象地域を 特定の 国 家 ・ 地域に限 ら ぬ 位 界的視野が必要で あ り ， 学

問領域に つ い て も ， 学際的 ・ 総合 的性格を も た な けれ ば な ら な し 、。 本 講座は そ の よ う な 関

心を も っ て ， 現代国際社会の そ の 中枢を形成 し て い る 欧 米地域の 社会 と 文化 の 構造 と 歴史

を ， と く に 日 本を 合む他の 地域 と の 関 連お よ び比絞文化的視点を重視 し つつ ， 政治 ・ 経済

・ 言語 ・ 思想 ・ 芸術 ・ 宗教な ど の 多角的視点か ら 総合的に考察す る も の で あ る が ， 同時に

こ の よ う な 相関的欧米研究を核 と し て こ れか ら の 国 際社会 ・ 文化に対す る 新た な 展望の 獲

得を 目 指す も の で あ る 。

〈授業科 目 例〉

・ 欧 米 社 会 史 ・ 間 際 交 流 論 ・ 欧 米 風 土 論 ・ 西欧宵代中世文化論

・ 欧米近代文化論 ・ 英米文化 ・ 社会論 ・ ゲ ノレ マ ン 系文化 ・ 社会論 ・ ラ テ ン 系

文化 ・ 社会論 ・ ス ラ ヴ系文化 ・ 社会論 ・ 欧 米文芸思潮論 ・ 文 芸 受 容 論

＠ 日 本 ・ 中国研究講座

本 講座は 「 日 本学」 と 「 中国 学」 を そ の 内 容 と す る 。 歴史的 ・ 地理的条件に お い て 不隊

の 関係に あ る こ の 二つの 同 の ， 文化的基盤や文化 系統の 問 題 ， 文化的交渉や交流， あ る い

は それ ら を 通 じ て の 文化的個性の Cl 覚や錬黙の 問題を研究対象 と す る 。

歴史 の 分野では ， 日 本 ・ 中 国 の 社会 と 文化が ， い か に し て 形成 さ れ た か ， ま たそ の 特質

は 何か と い っ た問題を 実証的に 解 明す る 。 特に ， 長期にわた る 中 国や朝鮮 と 円 木の 影響関

係を考察 し ， 近代社会 ・ 文化の 研究に あ た っ て は ， 伝統的体制 の 継承 と 断絶が 一つ の 主 題

と も な る であ ろ う 。 と と も に ， オ ラ ン ダ ・ ボ ル ト カ’ ル な ど か ら 始 っ た 欧米諸国 と の 文化的

・ 社会的 な接触 ・ 交渉 ， そ し て 影響の 究 明 を 拾し 、 て ， 近代 円 本を論 じ る こ と は で き な い。

言語は文化的 行 為 の 根幹で あ る 。 日 木語 と 中 国 語 の 言語 と し て の 決定的な 異質性は ， か

つ て 言語を表記す る こ と に お い て 鋭 く 対立的に意識 さ れた。 文字は 中 間 か ら 円 木 に移入 さ

れ た が ， 同時にそれが ， 日 本語 の 構造的特質 の 認識 を 出 発 さ せた。 両言語の 構造的特質を

体系的 に 解明 し ， そ の 言語の 上 に 構築 さ れた 古来の 文芸、活動 ・ 文献的 蓄積につ い て ， 実証

的かつ総合 的 に 木 講座は 明 ら か にす る であ ろ う 。 語2や文体に お け る （時に は文法次元に

お い て さ え の ） 近代以降 口 本語に対す る ， 欧米諸言語 の 交渉 ・ 影響の 問題 も ， 同 様に し て

問われねばな ら な し 、。 文芸 ・ 芸術 ， ま た 社会的 な 制度や思想に つい て も 同 様で あ る 。

更に ， 日 本列島の 自 然 ・ 人文地理的特質 の 解 明 ， 日 本の 社会 と 文化を 育成 し て き た 環境

の 骨格 の 全体的な 把握が 目 指 さ れ ， 上記諸側面 と の 有機的 ・ 総合的 な 研究が企画 さ れ る も
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の で あ る 。

〈授業科 目 例〉

・ 日 本社会形成論 － 中国 社会形成論 ・ 日 本 近 代 思 想 ・ 日 本文化形成論

・ 中 国 社会思想史 － 地 域 構 造 論 ・ 日 本 文 芸 史 ・ 中 国 文 献 学

・ 日 本 語 体 系 論 ・ 中 国 語 言 史

( 3 ） 地 域 研 究 専 攻

木専攻は， 人 聞 の 生活 の 場で あ る 地域 を 主 た る 対象 と し な が ら ， 新 し い 地域研究 ， な い し

は地域学の展開を お こ な う こ と を 目 的 と す る 。 こ の よ う な ， 地域研究の 枠組は ， 要素 と し て

の 人間 と ， 全体 と し て の 世 界 と へ研究対 象を 極化す る の で は な く ， も う 一度 原 点、 に も ど っ て

「地域」 と い う 中 間項を場 と し て 成 立す る ， 総合科学的な も の と な ら ざ る を 得な し 、。 こ こ に

普遍 と 特殊 と を 媒介す る 地域学が成立す る の で あ る 。 そ し て ， い わゆ る 西洋 の オ リ エ ン タ リ

ズ ム の 伝統を 引 く 中 国 ・ イ ン ド ・ 中近東等 の 研究に 比べ ， そ の 他 の ア ジ ア ・ ア フ リ カ 地域の

研究は ， 比較的新 し く 地域研究 と し て 展開 さ れ ， そ れ だ け に 西 洋 中 心 の 概念を検討 し な おす

場 と し て は適切であ り ， 木専攻では こ の 地域の 研究が 中心 と な る 。

木学では ， 古 く か ら の 東 洋文化研究 ・ 中国研究 ・ イ ン ド 研究 ， あ る い は 西域 の 研究 の 伝統

な ど の 蓄積に 加 え て ， 東南 ア ジ ア ・ 西 南 ア ジ ア や ア フ リ カ 等の 地域に対 し て も 研究が 進め ら

れ ， 人 類学 ・ 社会学 ・ 歴史学 ・ 政治学 ・ 経済学 ・ 農学 ， そ の 他 の 多 様 な分 野に お い て ， 国 際

的 に も 高 く 評価 さ れ る 業績が生れて い る 。

本専攻は こ れ ら の 研究の 苔杭を 基盤 と し て ， 地域に つい て の 総合的研究 と ， 高 度 な 教 育 を

推進 し て ゆ く こ と を 目 指 し て い る 。 特 に い わ ゆ る 発展途上国 の 文化 と 地域に つ い て の 総合 的

な 研究 は 今 日 の 我が 国 の 高等教育に強 く 望 ま れ て い る こ と の ひ と つ で あ る 。 そ の 期待に 応

え ， 地域研究 の専攻を設立す る も の で あ る 。

＠東南ア ジ ア 地域研究講座

本講座は ， 「東南 ア ジ ア 研究 セ ン タ ー 」 の 20 余年にわた る 地域研究 の 突績 と 成果を ふ ま

え て ， 総合的視野に 立つ地域研究 の 展開を 計 り ， 伝統あ る 本学の 学際的成果を 更に発展 さ

せ る 。 対 象 と す る 東南 ア ジ ア 地域は ， 大陸部部分 と 島興部部分か ら 成 り 立つ が ， そ の 文化

的 あ る い は生態学的な 広 が り が 、 イ ン ド亜大陸の 一部 ・ ス リ ラ ン カ ・ 太平洋諸島 ， マ ダ ガ

ス カ ル に な ら び ， 極 め て 豊かな 地域性 の 上に ， 複雑多岐な長い歴史を経て き て い る 。 一部

の 地域を 除い て ， 植民地主義の 影響を も ろ に蒙 っ て お り ， そ の 中か ら 第二次大戦後の 独立

国が誕生 し ， 個 々 の 立場か ら ， ま た ア セ ア ン な ど の 統合体 と し て 世 界 政 治 お よ び世 界経 済

の な かで新 し い 役割を果そ う と し て い る 。 ま た 今 日 の こ の 地域 の 研 究 に は ， 中 国 文 明 ・

イ ン ド文明 ， あ る し 、 は イ ス ラ ム 文 明等 と の 関わ り も 無視す る こ と が で き な し 、。 本学に既存

の ， 東洋学 ・ 仏教学等 の 諸分野 と も 協力 し て 地域理解の 深化を 計 る 。 方法論的に は ， ア フ
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リ カ 地域研究 と の 共通項を も 有す る こ と は言 う ま で も な し 、 。 学際的感覚を身につけた優秀

な 研究者を養成す る と と も に ， 東 南 ア ジ ア 地域 出 身の 研究者 の 育成 を 計 り ， ま た そ の 統合

性に お い て 社会に有為な 人 材を 育 て る 。

〈授業科 目 例〉

・ 研究方法論（ 1 ) 

・ 精 神 環 境 論

・ 政 治 文 化 論

＠ア フ リ カ 地域研究講座

・ 地 域 論 （ 1 ) 

・ 伝 統 形 成 論

・ 地 域 経 済 論

－ 人 口 論

・ 近 代 形 成 論

・ 経 済 発 展 論

・ 生 活 環 境 論

・ 政 治 統 合 論

本講座は ， 30年に お よ ぶ本学の ア フ リ カ 地域研究 の 実 績 と 昭和61年 に 開設 さ れた 「 ア フ

リ カ 地域研究セ ン タ ー 」 の 学問的成果に も と づ き ， 総合 的視野に 立つ ア フ リ カ 地域研究 の

更な る 発展を企図す る も の で あ る 。

ア フ リ カ は 大 き な 大陸 と し て の ま と ま り を 持つ反面 ， 多様な 環境条件に応 じ た 多彩 な 生

業構造 と ， 複雑な 文化 ・ 社会的特性を持 っ て い る 。 ま た こ の 大陸は各地域毎 に ， それ ぞれ

地中海文 明 ・ イ ス ラ ム 文 明 ・ イ ン ド文 明 ・ イ ン ド ネ シ ア 文 明 ・ ヨ ー ロ ッ パ文 明 と の 長い桜

触の過程を経て き て お り ， そ の 歴史 は複雑多岐に亘 っ て い る 。

し た が っ て ， こ の 地域 の 研究に は ， 自 然科学 ・ 人文科学 ・ 社会科学の 多分野に ま た が る

総合的な協力が不可欠であ り ， 他専攻の各講座及び東南 ア ジ ア 地域研究講座 と 緊密に協力

し な が ら ， 新 し い 国 際感覚 と 学際的総合 力 を 身に つ けた優秀 な 研究者を養成 し ， 同時に 社

会に有為な人材を 育成す る 。

《授業科 目 例〉

・ 研究方法論 （ 2 )

・ 民 族 史 論

－ 地 域 論 （ 2 )

・ 生 業 構 造 論
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・ 湿潤生態空間論

・ 民 族 科 学 論

－ 乾燥生態空間論

・ 国 民 形 成 論
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資 料

教養部にかかわ る 構想検討委員会歴代委員名 簿

（平成元年 3 月 1 日 現在〉

｜ 区分 ［ 所 属 ． 官 職 氏 名 任 期

文 学 部 教 授 ｜ ＠藤 淳 令 夫 62. 4. 1 ～  

教 育 学 部 教 授 柴 野 昌 山 62. 4. 1 ～  

一 法 学 部 教 授 片 岡 5耳 62. 4. 1 ～  

経 済 学 部 教 授 尾 崎 芳 治 62. 4. 1 ～63. 1. 13 
。 教 授 中 村 哲 63. 1. 14～ 

理 A寸L〕 部 教 授 恒 藤 敏 彦 62. 4. 1 ～  

医 Aそ比「 笥1 教 授 高 折 修 二 62. 4. 1 ～  

薬 点モ孟「4与 部 教 授 米 国 文 郎 62. 4. 1 ～63. 4. 30 
。 教 授 瀬 崎 仁 63. 5. 1 ～  

号
工 � 部 教 授 岐 美 格 63. 4. 1 ～  

i島 A寸？・・ f百l 教 授 半 田 良 一 62. 4. 1 ～63. 3. 31 
。 教 授 千 田 貢 63. 4. 1 ～  

教 養 部 教 授 森 毅 62. 4. 1 ～  

今 教 授 新 田 博 衡 62. 4. I ～63. 3. 31 
。 教 授 川 崎 辰 夫 63. 4. I ～  

号 ペシ 教 授 浮 田 典 良 62. 4. 1 ～63. 3. 31 
。 教 授 竹 市 明 弘 63. 4. 1 ～  

化 学 研 究 所 教 授 竹 中 亨 62. 4. 1 ～63. 4. 30 
。 教 授 小 谷 Z等 63. 5. I ～  

胸部疾患研究所 教 授 桂 義 元 62. 4. 1 ～  

経 済 研 究 所 教 授 佐 和 隆 光 62. 4. 1 ～  

人文科学研究所 教 授 梅 原 有E 62. 4. 1～63. 4. 30 

号 数理解析研究所 教 授 松 浦 重 武 63. 5. 1 ～  

研
東
究
南 ア ジ ア

セ γ タ ー 教 授 坪 内 良 博 62. 4. 1 ～  

四 文 A寸Mー' 部 教 授 岡 道 男 62. 4.  1～63. 9. 21 
号 。 教 授 竺 沙 雅 章 63. 9. 26～ 

（注 ） ⑤印は委員長
区分欄の号数は， 教養部にかかわる 構想検討委員会要項第 3 条第 l 項の該当号を示す。
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参考資料 （京大広報 地346)

教養部に か か わ る 構 想

検討委員会か ら の報告

昭和63年 2 月 9 日

教養部 にかかわ る 構想検討委員会

か ら の報告 に つ い て （所感）

総長 西 島 安 則

昭和24年 （1949年） 7 月 7 日 ， 京都大学は新制

大学 と し て の 最初の 学部学生 の 入学式 を 挙行 し

た 。 そ の 入学式に お い て ， 鳥義利三郎総長は 「新

入学生諸君は学校制度の大変革期に際 し て ， その

過渡的現象 と し て の犠牲を余儀無 く さ れた こ と も

少な く な か っ たが， 一面 こ の 臼 本再建の基盤 と な

る べ き 新学制実施の先頭に立つ誇 り を持つ こ と に

も な る の であ る 。 我 々 は率直に言 っ て ， 施設の現

状に甚だ し き 不満を持 っ て 居 る のであ る が， 真に

学修の実を上げ， 人 と し て の完成を期す る の は，

必ず し も 制度施設にのみ依存す べ き では な く ， 要

は ， 我 々 の学問に関 す る 情熱 と 相互の協力 に あ る

こ と を 了得 し ， 折角勉強せ られむ こ と を望む」 と

述べ， 京都大学の新制大学への移行におけ る 決意

を示す と と も にその課題を指摘 した。

それか ら20年， 昭和44年 （1969年） 6 月 17 日 の

評議会におい て ， 総長の諮問機関 と し て 「大学問

題検討委員会」 を発足 さ せ る こ と が承認 さ れた。

翌昭和45年 (1970年） 1 月 10 日 ， こ の 「大学問題

検討委員会」 （委員長 井上智勇教授） は 「教養

課程の改善につ い て 」 の 答 申 を前田 敏男総長に提

出 し ， こ れが総長の一試案 と し て 公表 さ れ， 学内

の意見が求め られた。 こ の答 申 では ， 「教養謀程

の改善は， 単に カ リ キ ュ ラ ム の問題だけでな く ，

教養部の 組織， 大学に お け る 教育 と 研究 と の 関

係 ， さ ら には大学の理念 と も 関連す る 重要な 問題

であ る 」 と し ， 本学が新制大学 と し て発足す る に

あ た り ， 「大学の 修学期聞を前期 2 年の 教養課程

と 後期 2 年 （医学部に あ っ て は 4 年） の専門課程

に 分け ， 前期 2 年を一般教育 にあ て る と し 、 う 制度

を と っ て き たが， こ の制度は一般教育の理念の実

現 に お い て も ， ま た， 専 門教育の意義を発揮す る

上で も 問題があ る 」 こ と を指摘 し て い る 。 そ し て

改 革の基本方針 と し て 「教養課程を廃止 し ， 一般

教育 と 専 門教育 に つ い て ， 4 年間一貫教育を 行

う 」 こ と を提案 し て い る 。 〔京大広報 地24〕

こ の 教養課程の 改善 に 関 す る 総長試案 に つ い

て ， 学 内 の 意見を集め， 調整 し て改善案を ま と め

る ため ， 昭和45年 ( 1970年） 7 月 6 日 には 「教養

課程改善案調整委員会」 （委員長 鯵坂二夫教授）

が発足 し た。 〔京大広報 陥40〕

一方， 教養部におい て は 「教養課程問題検討委

員会」 （委員長 足利末男教授） が上記の 総長試

案を審議 し て き たが， 昭和45年 （1970年） 5 月 7

日 教養部教授会に おい て こ の委員会を発展的に解

消 し て ， 新たに 「教養部特別委員会」 （代表 作

田 啓一教授） が設置 さ れた 。 こ の委員会は， 「長

期的展望を も っ た大学の理念 と そ こ におけ る 教養

部の あ り 方を歴史的 ・ 現実的に認識す る 必要上，

改革の基本方針を 明 ら かにす る ため の理念的 ・ 実

際的基礎資料を整備す る こ と 」 を任務 と し た も の

であ る 。 こ の教養部特別委員会報告書は， 昭和48

'.if. (1973午） 6 月 に教養部教授会に提出 さ れた。

それ ま での理念先行型試案に対 し改革の基礎的デ

ー タ と し て の 実証的資料を多角 的 に 集め ， 一般教

育の導入 と 教養部の成立及びそ の歴 史を述べ， 教

養部におけ る 研究 ・ 教育状況の現状につい て 資料

にそ っ て 解説 し た も のであ る 。 〔京大広報 陥91 別

刷〕

こ れ ら の教養課程， 学部教育におけ る 一般教育

と 専門教育の関係につい て の 検討につづい て ， 教

養部におい ては， 上記の 「教養部特別委 員会J の

あ と ， 「教養部改善検討委員会」 が設置 さ れた。

こ の委員会では第一次 （委員長 溝川喜一教授，

次いで 阪倉篤義教授） ， 第二次 （委員長 阪倉篤
義教授） ， 第三次 （委員長 木方 洋教授） に わ

た る 検討を経て ， 教養部を基盤 と す る 研究科設置

の構想、が練 られ， 3 年聞の討議を ま と め て ， 昭和

53年 （1978年） 1 1 月 24 日 に独立研究科 と し て 「科

学基礎研究科」 を設置す る 案が上田正昭教養部長

か ら 岡 本道雄総長に上 申 さ れた。 こ の設置案を全

学的な立場か ら検討す る ために， 同年12月 5 日 に

「科学基礎研究科 設置案等 調査検討委員会」 （委

員長 藤津令夫教授） が設 け ら れ る こ と と な っ

た。

こ の科学基礎研究科設置理由 と し て 次の よ う に

述べ ら れて い る 。 「新制大学発足以来， 教養課程

の組織 と 教育は多 く の矛盾を含みつつ も ， ほぽ発
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足当初の形態の ま ま で行われて き たが， 実施30年

を経過 し て 今やその改 革は急務 と な っ て い る 。 教

養課程の 教育は， 以後の専門課程教育の基礎的学

習 のみでな く ， 広 く 普遍的な知識の習得 と 基本的

な思考の訓練 と を施す も の であ る 。 … … あ る べ き

教養部の教育は， 人間の知識の歴史 と 将来におけ

る 展開 と が， そ の な かか ら 汲み と ら れ る 科学の基

本事象の 深い理解を与え る と 共に， そ の 生 き た研

究の成果を充分に反映 さ せた も の でなければな ら

な い」 。

こ の科学基礎研究科構想は ， 全学的な検討を経

て昭和54年 (1979年） 6 月 ， 大学院審議会並びに

評議会の承認を経て ， 昭和55年度概算要求の運び

と な っ た。

そ の後， 毎 年概算要求が継続 さ れたが実現に至

らず， 昭和57年 （1982年） には教養部か ら修正案

が提出 さ れた。 こ の 修正案の要点は， 基本的には

当初の設置案の構想、を保 っ た ま ま で経過措置 と し

て ， 独立研究科の科学基礎研究科 と 併せ て ， 既存

の研究科 （文学， 教育学， 理学， 工学の各研究科）

に独立専攻を置 く 方式で， こ れ ら の 独立専攻は将

来， 科学基礎研究科に統合する と い う も の であ っ

た。 但 し 教養部か ら は， こ の修正案の内容を段

終的かっ固定的な も の と は考 え て い な い こ と が表

明 さ れていた。 こ れについ て 「科学基礎研究科設

置案等調査検討委員会」 は検討を加え， 昭和59年

(1984年） 7 月 「実現可能な新たな構想に 向 け て ，

そ の 内 容について 抜本的に再検討す る こ と が必要

であ る 」 旨沢田敏男総長に最終報告を行 っ た。 そ

し て こ の方針を推進す る ため従来の 「科学基礎研

究科設置案等調査検討委員会」 は廃止 さ れ， 昭和

59年 （1984年） 10月 9 日 ， 新たに 「教養部にかか

わ る 大学院問題検討委員会」 （委員長 藤津令夫

教授） が 発足 す る こ と に な っ た。 こ の 委員会 は

「大学院の充実を 図 る と と も に教養課程の改善に

資す る ため， 新研究科構想等の教養部にかか わ る

大学院問題を全学的観点か ら調査検討す る 」 こ と

を任務 と した も のであ る 。 〔京大広報 陥284〕

こ の委員会は翌昭和60年 (1985年） 7 月 に 「学

術総合研究科」 の設置構想について成案を得て沢

田 敏男総長に報告 した。 こ の設置案は大学院審議

会及び評議会の 承認を経て概算要求 さ れ る こ と と

な っ た。 こ の新 し い 大学院構想につい ては， さ ら

に， 文部省の大学教育方法等改善経費に よ る 「教 養

部等にかか わ る 大学院の あ り 方調査研究J プ ロ ジ

ェ ク ト （代表 新 田 博街教授） が構成 さ れ， 昭 和

60年度 (1985年度） に は ， 「京都大学大学院学術

総合研究科構想一一人類の よ り よ き 生存の条件 と

可能性の探求ー一一」 並びに 「学術総合研究科の 建

築計画 （ 案） 」 の報告書並びに資料が作成 さ れた 。

ま た， 同 プ ロ ジ ェ ク ト は引 き 続 き 検討を重ね， 昭

和61年度 (1986年度） に は 「教養部の改革 と学術

総合の理念をめ ぐ る 諸問題」 と 題す る 報告書を作

成 した。 こ れ ら の 「調査報告書」 では， 現代にお

け る 学問研究の 課題を， 「研究分野 の 専 門化 と 細

分化の進行は， 各分野に お け る 知見の増大のため

に き わめ て 有効に働い て き た反面， そ れ ら の知見

の聞 の全体的な連関をみえに く く し て い る こ と も

事実であ る 。 そ し て学問研究の営為は本来， 人間

に と っ て の こ の全体的な連闘を 明 ら か に す る こ と

を指向すべ き であ る 」 と し， こ の課題の遂行 の た

め に は ， 「専 門諸科学 が 既成の体制 で 協力 し あ う

だけでは不十分であ り ， 諸科学の統合に よ り 人間

に と っ て の現実の世界を全体的に 明 らかにす る と

い う 昆 的を， それ 自 体 と し て 明 確に設定 し ， そ の

目 的の も と に組織 さ れた研究機構を新たに設置す

る こ と が必要であ る 」 と 述べ， 新研究科設置の必

要性を強調 し て い る 。 そ し て ， 学術総合研究科の

基本構想の 内容を詳 し く 論 じ る と と も に， こ れに

つ い て の “各界の意見” を イ ン タ ピ ュ ー に よ っ て

聴 き ， ま た， 広い学問分野にわた っ て ， 学内外の

多数の教官に よ る 座談会を聞 き ， 学術総合 の理念

につい て の論議を深め， 京都大学の学風を基盤に

し た学術総合の具体化の あ り 方につ い て 率直な意

見の交換がな さ れ， 現実的な構想が固め ら れ て い

る 。

新制大学制度が実施 さ れ て 以来40年， 教養課程

の基本的な検討並びに教養部にかか わ る 大学院問

題の検討は， 以上述べた よ う に教養部におけ る 構

想の策定， ま た全学的な 観点か ら の検討を重ねつ

つ今 日 に及んだ。 し か し， 度重な る 真剣 な討議 と

全学的な協議に も かか わ らず， それ ら の構想は未

だ そ の実現を見 る こ と な く 現在に至 っ て い る 。 教

養課程並びに教養部にかかわ る 検討 と ， 一方にお

い て ， 教養部を基礎 と す る 大学院研究科設置 の 構
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想、が， それぞれの時期において 具体的な構想を固

め る ため に集中的に審議 さ れたが， それ ら を本学

の全学的な 将来構想、の中 で必ず し も 一体 と な っ て

進め る こ と が で き な か っ た の は 残念 な こ と で あ

る 。

私は総長就任以来 こ の よ う な経緯を勘案 し ， 昭

和61年 ( 1986年） 6 月 ， 「教養部 にかかわ る 大学

院問題検討委員会」 に対 し ， 学術総合研究科設置

構想、に つ い て その実現を 図 る 方向で審議 ・ 検討を

進め る と と も に， こ の 研究科構想 と の 関連 の 下

に， 教養部及び教養課程の あ り 方につい て も 積極

的に審議 ・ 検討 さ れ る よ う 要請 した。 同 年12 月 ，

同 委員会か ら ， 検討の結果， 教養部のあ り 方につい

て は学部化が望 ま し い こ と ， ま た こ れ と の関連に

お い て 教義課程のあ り 方につい て も 再検討が必要

であ る と し 、 う 見解が総長に報告 さ れた。

こ う し て ， 昭和62年 ( 1987年） 4 月 ， 「教養部

にかかわ る 大学院問題検討委員会」 を廃止 し ， 新

た に 「教養部 にかか わ る 構想検討委員会」 （委員

長 藤津令夫教授） が設置 さ れた。 こ の委 員会は

本学の教養課程及び教養部のあ り 方や制度を根底

か ら見直 し ， 同時に学部 ・ 研究科構想につい て ，

全学的な 観点、か ら調査 ・ 検討す る こ と を任務 と し

た も の であ る 。 〔京大広報 陥332〕

同 委員会にお い て は教養課程の あ り 方， 教養部

の学部化及び教養部を基礎 と す る 独立研究科構想、

を， 新 しい 立場 か ら 具体化 す る こ と に つい て 審

議 ・ 検討が重ね られた。 こ の間， 教養部の学部化

並びに教養課程の あ り 方につい て ， 各学部， 研究

所， 研究 セ ン タ 一 等の意向が集め ら れ， 調査 ・ 検

討が進め ら れた。

昭和62年 (1987年） 10月 16 日 ， 同委員会は こ の

よ う な 全学の 意向 を 基 に し て ， 基本方針を 策定

し ， こ れを総長に報告 した。 そ し て ， 1 1 月 17 日 部

局長会議において 藤津令夫委員長か ら 検討の経緯

と 基本方針が詳 し く 報告 さ れた。 そ の骨子は， 現

行の教養課程 と 専門課程 と の制度的な区分を廃止

し 各学部がそれぞれ一貫 し た方針の も と に学部

教育を行い う る よ う ， 制度を柔軟化す る こ と であ

る 。 ま た， こ れ ま で教養部が教養課程教育 の 中心

的な役割を果 し て き た こ と を考慮 し ， さ ら に こ れ

ま で全学的に検討が重ね られて き た学術総合 の理

念を学部教育 に お い て 具現す る た め ， 現在の教養

部を廃止 し， 新たに 「教養学部」 を設置 し よ う と

す る も の であ る 。 ま た ， さ ら にすでに成案 の あ る

独立研究科 「学術総合研究科」 構想につ い て は ，

こ の 教養学部構想 と の関連をふ ま え て ， 整備 . 111 ；、
充を行 う と す る も の であ る 。

こ のた び到達 し た結論 と し て の基本方針は， 昭

和24年 （1949年） 新制度に よ る 改 革以来， 40年間

本学に お い て 検討が続け られて き た教養課程 と 教

養部にかかわ る 諸課題 の 集大成 と も い う べ き も の

で， こ れは制度の改変 と い う よ り は ， む し ろ京都

大学の将来像の真剣な 考察か ら 生 ま れた， 内発的

な学術総合へ の意欲 の ひ と つの 具体化の方策 と い

う べ き であ ろ う 。 こ れ ま でに経過 し た歳月 は， こ

の重大な改革の実施に対す る 本学におけ る 真教な

る 討議の歴史であ り ， そ れは ま た ， こ の改革実施

への 内発的な原動力 の 熟成に至 る 過程で‘あ っ た と

も し 、 し 、得 る 。

こ の 重要 な 課題 に つい て 報告 を ま と め られた

「教養部にかかわる 構想検討委員会」 の努力に対

し て ， こ こ に 深甚な る 感謝の意を表す る も の であ

る 。 そ し て ま た ， こ の機会に こ れ ま で こ の重要な

課題について それぞれの時期に尽力いただ いた関

係者各位に敬意を表す る も の であ る 。

こ こ に ， 「教養部 にかかわ る 構想検討委員会」

か ら の報告を掲載 し ， 京都大学の将来にむけ て，

学内におけ る こ の課題につい て の論議が さ ら に深

め られ， 全学的な理解 と 協力 に よ っ て ， こ れが実

現 にむけ 前進 す る こ と を 切 に 希望 す る も の であ

る 。
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