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要 旨   

 人 間 の もつ 力 を 社 会 が ど の程 度 活 か せ て い るか は 、 社 会 の 豊 か

さ と 力 強 さを 測 る 上 で 非 常 に重 要 な 指 標 と な って い く だ ろ う 。 社

会 は 成 熟 する に つ れ て 人 口 構成 が 高 齢 化 し て いく こ と が 知 ら れ て

お り 、 最 も若 年 者 人 口 が 多 いア フ リ カ で す ら 例外 で は な い 。 先 進

諸 国 の 中 で最 も 高 齢 化 が 進 んで い る の が 日 本 社会 で あ る 。 日 本 社

会 が 人 口 減少 と 少 子 高 齢 化 に直 面 す る な か で 、人 々 の 持 つ 力 を 有

効 に 接 続 し社 会 に 活 か す 仕 組み づ く り が 必 要 とさ れ て い る 。  

 し か し 、平 成 年 間 を 通 じ 、そ し て 令 和 と い う新 元 号 を 迎 え た 今

日 に お い ても 、 社 会 に 生 き る人 々 の 力 を 十 分 に活 か し 切 れ る 社 会

で あ る か には 疑 問 符 を つ け ざる を 得 な い 。  

 バ ブ ル 崩壊 後 の 平 成 年 間 では 経 済 的 な 立 て 直し を 図 る た め に 自

民 党 は 新 自由 主 義 的 政 策 に 方針 を 転 換 し 、 即 時的 な 利 益 を も た ら

さ な い 医 療・ 教 育 ・ 福 祉 分 野で は 相 対 的 な 予 算削 減 策 を 取 る よ う

に な っ た 。こ の よ う な 政 策 は利 潤 第 一 主 義 に のっ と っ た も の で あ

り 、 広 く 浸透 し た 利 潤 第 一 主義 は 、 人 々 に 「 現時 点 に お け る 個 々

人 の 利 益 の最 大 化 」 と い う 価値 観 を 絶 対 化 ・ 内面 化 さ せ 、 そ れ 以

外 の 価 値 基準 の 重 要 性 を 相 対的 に 低 下 さ せ た 。  

 利 潤 第 一主 義 の 社 会 に お いて 金 に な ら な い 科学 、 人 文 科 学 の 立

ち 位 置 は 非常 に 弱 い も の と なっ て し ま っ て い る。 一 般 的 に リ ベ ラ

ル ア ー ツ と言 わ れ る 人 文 科 学分 野 の 衰 退 こ そ が、 人 々 の 価 値 観 の

レ ベ ル で の格 差 と 分 断 を う み、 そ の 分 断 に よ って さ ら に 格 差 と 分

断 が 強 化 され て し ま う 悪 循 環に 陥 っ て い る の が日 本 社 会 の 根 源 的

課 題 で あ る。  

 リ ベ ラ ルア ー ツ を 基 盤 と した 人 文 社 会 科 学 に関 す る 高 度 な 教 育

を 受 け る こと の 価 値 と は 、 幅広 い 歴 史 的 文 化 的な 背 景 の 知 識 や 知
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見 を 身 に 付け る と と も に 、 既存 の 概 念 や 思 考 方法 を 批 判 的 に 捉 え

直 し 、 新 たな 視 点 を 構 築 し てい く 手 法 を 学 ぶ こと に あ る 。 イ ノ ベ

ー シ ョ ン とは こ の よ う な 思 考方 法 を 基 盤 と し てな さ れ る も の で あ

り 、 リ ベ ラル ア ー ツ が 高 等 教育 の な か で 重 視 され て き た 背 景 で あ

る 。 従 っ て、 リ ベ ラ ル ア ー ツの 復 興 無 く し て 、日 本 社 会 の 再 興 は

あ り え な い。 し か し 、 日 本 社会 で は そ の 担 い 手と な る べ き 修 士 や

博 士 な ど とい っ た 高 等 教 育 を受 け た 人 々 が そ の能 力 を 十 分 に 活 か

せ て い な い現 状 が あ る 。 筆 者は 、 こ れ ら 高 等 教育 を 受 け た 人 々 の

知 識 と 知 見を 、 利 潤 で は な く公 益 を 主 眼 と し て社 会 に 広 く 還 元 す

る 仕 組 み を作 り 、 公 益 事 業 とし て 展 開 す る こ とを 提 案 す る 。 具 体

的 に は 、 大学 院 生 や 国 家 資 格保 持 者 な ど の 知 的資 産 集 約 し た 「 非

営 利 の 人 材派 遣 業 」 ＋ 「 分 野横 断 型 の シ ン ク タン ク 」 ＋ 「 リ ベ ラ

ル ア ー ツ 教育 を 支 援 す る 教 育機 関 」 と い う 複 合的 な 性 格 を 持 っ た

非 営 利 事 業を 立 ち 上 げ 、 企 業・ 行 政 分 野 、 高 校・ 大 学 な ど 高 等 教

育 分 野 、 社会 人 を 対 象 に そ の知 的 リ ソ ー ス を 広く 共 有 す る こ と を

目 的 と す るも の で あ る 。 こ の事 業 の 実 践 は 、 長期 的 に は 日 本 社 会

全 体 の 知 的水 準 の 引 き 上 げ につ な が る と と も に、 社 会 の 中 で さ ま

ざ ま な 人 々が そ の 力 を 十 分 に発 揮 し 、 居 場 所 を見 つ け る こ と で 社

会 の 分 断 を止 め る 一 助 に な るこ と を 期 待 す る もの で あ る 。 （ 1 2 3 0

字 ）  
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は じ め に  

 

 人 間 の もつ 力 を 社 会 が ど の程 度 活 か せ て い るか は 、 社 会 の 豊 か

さ と 力 強 さを 測 る 上 で 非 常 に重 要 な 指 標 と な って い く だ ろ う 。 社

会 は 成 熟 する に つ れ て 人 口 構成 が 高 齢 化 し て いく こ と が 知 ら れ て

お り 、 最 も若 年 者 人 口 が 多 いア フ リ カ で す ら 例外 で は な い 0 F

1
。 先

進 諸 国 の 中で 最 も 高 齢 化 が 進ん で い る の が 日 本社 会 で あ る 。 日 本

社 会 が 人 口減 少 と 少 子 高 齢 化に 直 面 す る な か で、 人 々 の 持 つ 力 を

有 効 に 接 続し 社 会 に 活 か す 仕組 み づ く り が 必 要と さ れ て い る 。  

 し か し 、平 成 年 間 を 通 じ 、そ し て 令 和 と い う新 元 号 を 迎 え た 今

日 に お い ても 、 社 会 に 生 き る人 々 の 力 を 十 分 に活 か し 切 れ る 社 会

で あ る か には 疑 問 符 を つ け ざる を 得 な い 。 本 論で は 、 ま ず 始 め に

現 状 の 日 本の 分 析 を 行 い 、 修士 や 博 士 な ど と いっ た 高 等 教 育 を 受

け た 人 々 がそ の 能 力 を 十 分 に活 か せ て い な い 現状 に 注 目 し た 。 筆

者 ら は 、 これ ら 高 等 教 育 を 受け た 人 々 の 知 識 と知 見 を 、 利 潤 で は

な く 公 益 を主 眼 と し て 社 会 に広 く 還 元 す る 仕 組み を 作 り 、 公 益 事

業 と し て 展開 す る こ と を 提 案す る 。 こ の 事 業 を通 じ て 、 日 本 社 会

全 体 の 知 的水 準 の 引 き 上 げ につ な が る と と も に、 社 会 の 中 で さ ま

ざ ま な 人 々が そ の 力 を 十 分 に発 揮 し 、 居 場 所 を見 つ け る こ と で 社

会 の 分 断 を止 め る 一 助 に な るこ と を 示 し た い 。  

 

1  増 田  研  「 特 集 に あ た っ て  ア フ リ カ の 人 口 高 齢 化 ： 西 暦 2 1 0 0 年 を 見 据 え た

調 査 と 政 策 策 定 へ 向 け て 」  

h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 6 1 9 / a f r i c a . 2 0 1 6 . 9 0 _ 3 7  

https://doi.org/10.11619/africa.2016.90_37
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１ 、 戦 後 日本 の あ ゆ み 〜 政 治と 経 済 的 側 面 か ら〜  

 

 な ぜ 第 二次 世 界 大 戦 後 の 壊滅 的 打 撃 か ら 復 興す る こ と が 可 能 で

あ っ た か 、と い う 問 い に 対 して は 様 々 な 視 点 があ り う る が 、 筆 者

ら は 「 リ ベラ ル 」 な 人 々 の 存在 こ そ が 最 も 重 要で あ っ た こ と を 指

摘 し た い 。例 え ば 戦 後 日 本 の政 治 の ほ ぼ 全 期 間を 担 っ て き た 自 由

民 主 党 の 設立 宣 言 は 「 個 人 の自 由 と 人 格 の 尊 厳を 社 会 秩 序 の 基 本

的 条 件 」 とみ な し 、 「 権 力 によ る 専 制 と 階 級 主義 に 反 対 」 し 、

「 秩 序 の 中に 前 進 を も と め 、知 性 を 磨 き 、 進 歩的 諸 政 策 を 敢 行

し 、 文 化 的民 主 国 家 の 諸 制 度を 確 立 」 す る こ とを 掲 げ て い る 1 F

2 。

こ れ は 現 在で も 維 持 さ れ て いる 宣 言 で あ り 、 冷戦 当 時 の 独 裁 的 な

共 産 主 義 国家 に 対 立 す る ア ンチ テ ー ゼ と い う 性格 が 多 分 に 含 ま れ

る と い う こと は 考 慮 さ れ る べき で あ ろ う が 、 ここ で 掲 げ ら れ る 政

治 姿 勢 は 紛れ も な く 「 リ ベ ラル 」 な も の で あ る。  

 日 米 安 全保 障 条 約 に よ る 核の 傘 の 下 に あ っ たと い う 事 実 を 考 慮

す べ き で はあ る が 、 日 本 は 軍事 的 に は 対 外 派 遣を 行 わ な い こ と で

世 界 の 信 頼を 回 復 す る と と もに 、 昭 和 年 間 を 通じ て 5 5 年 体 制 は 直

接 的 な 軍 事的 対 立 を 極 力 回 避し 経 済 発 展 に 注 力す る こ と で 、 日 本

は 物 質 的 ・技 術 的 に 大 き な 発展 を と げ 、 世 界 でも 屈 指 の 高 い 質 を

担 保 し た 生活 イ ン フ ラ と 効 率か つ 安 定 的 な 道 路・ 鉄 道 な ど 交 通 網

を 整 え た 。ま た 、 医 療 福 祉 にお け る 主 要 な 発 展指 標 と い え る 乳 児

死 亡 率 と 平均 寿 命 で は 世 界 最高 レ ベ ル の 国 と なっ た 。  

 

2  自 民 党  立 党 宣 言 ・ 綱 領 （ h t t p s : / / w w w . j i m i n . j p / a b o u t u s / d e c l a r a t i o n

/  2 0 2 2 年 1 1 月 2 8 日 最 終 閲 覧 ）  
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 こ の よ うな 事 実 は 、 例 え ば中 東 地 域 な ど で 「戦 禍 か ら 奇 跡 的 に

復 興 し た 平和 な 国 ・ 日 本 」 とい う イ メ ー ジ を 形成 し 、 様 々 な 形 で

活 動 す る 日本 人 に と っ て 現 地住 民 か ら の 信 頼 を得 や す く す る と い

う 副 次 的 効果 も も た ら し て いた と い え る 。 経 済的 発 展 と 平 和 の 維

持 を 優 先 する 姿 勢 に 関 し て 、自 民 党 が 支 持 さ れて き た 理 由 を 、 立

憲 民 主 党 前代 表 の 枝 野 は 次 のよ う に 指 摘 す る 。す な わ ち 、 5 5 年体

制 下 で 政 権交 代 が 起 き な か った 理 由 は ２ つ あ り、 １ つ は 日 本 の 政

治 的 文 脈 上「 保 守 」 と さ れ てい る 自 由 民 主 党 に社 会 保 障 や 格 差 拡

大 防 止 と いっ た 「 リ ベ ラ ル 」な 政 策 を 取 り 入 れや す い 親 和 性 が あ

っ た こ と 、２ つ 目 に か つ て の日 本 社 会 党 が 掲 げ る 政 策 を 3 年 遅 れで

実 施 す る 戦略 を と っ た こ と であ る 2 F

3 。 こ の 2 点を 踏 ま え れ ば 、 大 多

数 の 有 権 者に と っ て は 政 策 的な 対 立 は 顕 在 化 せず 、 わ ざ わ ざ 政 権

交 代 を 行 うと い う リ ス ク を とる 必 要 も な く 、 日本 の 歴 史 と 伝 統 の

な か で 生 まれ た 「 リ ベ ラ ル 」な 姿 勢 を 「 保 守 」し 体 現 す る の が 自

民 党 だ っ たの で あ る 。  

 し か し 、バ ブ ル 崩 壊 後 の 平成 年 間 で は 経 済 的な 立 て 直 し を 図 る

た め に 自 民党 は 新 自 由 主 義 的政 策 に 方 針 を 転 換し 、 即 時 的 な 利 益

を も た ら さな い 医 療 ・ 教 育 ・福 祉 分 野 で は 相 対的 な 予 算 削 減 策 を

取 る よ う にな っ た 。 新 自 由 主義 に 基 づ く 政 策 のメ ッ セ ー ジ と し て

個 々 人 の 置か れ る 状 況 は 彼 ら自 身 が 選 び 取 っ たも の で あ り 、 そ の

現 状 が 苦 しい 物 で あ っ て も 責任 は 個 人 に 求 め られ て き た 。 実 際 に

は 病 気 に 由来 す る 就 業 の 困 難さ や 高 度 な 知 的 訓練 を 受 け た 場 合 の

就 業 先 の 幅の 狭 さ は 社 会 構 造的 に 生 み 出 さ れ 、そ こ に は ま り 込 ん

だ ま ま 抜 け出 せ な く な っ て いる 事 例 が 多 い と 考え ら れ る が 、 彼 ら

 

3   枝 野 幸 男 『 枝 野 ビ ジ ョ ン 』 2 0 2 1  文 藝 春 秋  
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は お よ そ ３０ 年 間 に 渡 っ て 政治 的 に 打 ち 捨 て られ て き た の で あ

る 。 本 来 は古 典 的 な 労 働 組 合な ど が そ の よ う な現 状 を 政 治 的 制 度

に 反 映 す る役 割 を 果 た す べ きで あ っ た が 、 労 働規 制 の 緩 和 に よ っ

て 労 働 組 合の な か で も 正 規 労働 者 と 非 正 規 労 働者 の 分 断 が 生 ま

れ 、 最 も 支援 を 必 要 と す る 人々 の 意 見 を 政 治 に反 映 す る 回 路 が 脆

弱 に な り 、有 効 な 政 策 を 打 ち出 せ な く な っ て いる 。  

 で は 、 現実 の 結 果 と し て 新自 由 主 義 的 政 策 は日 本 国 民 を 豊 か に

し た の だ ろう か 。 2 0 2 2 年２ 月 の 時 事 通 信 は 日本 円 の 総 合 的 購 買を

示 す 実 質 実効 為 替 レ ー ト が 1 9 7 0 年 代 初 頭 の 水準 に ま で 落 ち 込 んで

い る こ と を伝 え て い る 3 F

4 。 労 働 政策 研 究 機 構 が I L O の デ ー タ に 基 づ

い て 分 析 した と こ ろ 、 G 2 0 諸 国 と の 比 較 で は 、 日 本 は イ タ リ ア と並

ん で 一 貫 して 賃 金 の 水 準 が 上昇 し な い 国 の 一 つと な っ て い る 4 F

5 。

ま た 労 働 政策 研 究 機 構 は 同 じレ ポ ー ト の 中 で 、世 界 的 な 傾 向 と し

て 新 型 コ ロナ ウ イ ル ス 感 染 症流 行 の 下 で は 、 低賃 金 労 働 者 の 総 賃

金 が 減 少 し、 男 性 に 比 べ て 女性 に 影 響 が 大 き かっ た こ と を 指 摘 し

て お り 、 その 帰 結 と し て 賃 金の 格 差 は さ ら に 拡大 し た と し て い

る 。  

 労 働 市 場の 自 由 化 を 推 進 して い く 中 で 、 日 本を 代 表 し て い た 製

造 業 メ ー カー 、 特 に か つ て は日 本 の お 家 芸 と 言わ れ た 家 電 メ ー カ

 

4   時 事 通 信 「 円 の 実 力 、 ５ ０ 年 ぶ り 低 水 準  購 買 力 低 下 で 景 気 悪 影 響 も 」  

 h t t p s : / / w w w . j i j i . c o m / j c / a r t i c l e ? k = 2 0 2 2 0 2 1 7 0 1 2 8 7 & g = e c o  （ 2 0 2 2

年 2 月 2 8 日 最 終 閲 覧  

5   独 立 行 政 法 人 労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に よ る 賃 金 の 低 下  

 ― I L O 世 界 賃 金 報 告 」  h t t p s : / / w w w . j i l . g o . j p / f o r e i g n / j i h o u / 2 0 2 1 / 0 2

/ i l o _ 0 1 . h t m l  （ 2 0 2 2 年 2 月 2 8 日 最 終 閲 覧 ）  
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ー や 世 界 をリ ー ド す る よ う な主 要 な 半 導 体 関 連企 業 が 海 外 資 本 の

傘 下 に 入 って し ま っ た り 、 事業 規 模 の 縮 小 を 余儀 な く さ れ て い

る 。 製 造 業の 次 の 産 業 と し て新 型 コ ロ ナ ウ イ ルス 感 染 症 の 流 行 直

前 ま で 日 本政 府 が 2 0 1 0 年代 を 通 じ て 力 を 入 れて 推 進 し た イ ン バウ

ン ド 需 要 によ る 経 済 効 果 も 、突 き 詰 め て い え ば日 本 が 相 対 的 に 安

い 国 に な った か ら に 他 な ら ない 。  

 こ の よ うな 現 状 に 対 し て 、経 済 的 に は 停 滞 して い る が 、 い わ ゆ

る リ ベ ラ ルな 思 想 は 浸 透 し てい る の で は な い かと い う 反 論 も 想 定

さ れ る 。 例え ば 、 リ ベ ラ ル 派が 推 進 す る 同 性 パー ト ナ ー シ ッ プ 制

度 の 地 方 自治 体 レ ベ ル で の 制定 や 、 選 択 的 夫 婦別 姓 導 入 へ の 具 体

的 な 議 論 など の 日 本 に お け るジ ェ ン ダ ー 平 等 概念 の 浸 透 は 、 「 リ

ベ ラ ル 」 な思 想 の 浸 透 に よ るも の で は な い か とい う 指 摘 で あ る 。

確 か に 男 女平 等 な 社 会 の 実 現は 、 リ ベ ラ ル に とっ て 重 要 な 課 題 で

あ り 、 実 際の 制 度 と し て 前 進を み た こ と は 表 面的 に は 歓 迎 す べ き

も の で あ る。 し か し 、 日 本 が全 体 と し て 没 落 しつ つ あ る と い う 状

況 を 補 助 線に し て こ の 現 象 を眺 め る と 、 異 な った 様 相 が 見 え て く

る 。  

 近 代 の 家族 制 度 は 核 家 族 を政 治 的 ・ 経 済 的 単位 と し て み な し て

設 計 さ れ てお り 、 1 人 の 男 性の 収 入 に よ っ て 配偶 者 と 子 供 の 生 活を

維 持 で き るこ と を 標 準 と し てき た 。 こ の 構 造 が前 提 と な る か ら こ

そ 、 家 庭 生活 に お け る 性 役 割分 担 が 合 理 化 さ れて き た し 、 女 性 と

男 性 の 給 与格 差 が 正 当 化 さ れて き た の で あ る 5 F

6 。 だが 、 日 本 に お

 

6  千 田 有 紀 「 フ ェ ミ ニ ズ ム 論 と 家 族 研 究 」 家 族 社 会 学 研 究  2 2 ( 2 ) ,  1 9 0 - 2 0 0 ,  2 0

1 0  日 本 家 族 社 会 学 会  
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け る 全 体 的な 賃 金 水 準 の 低 下は シ ン グ ル イ ン カム で の 生 活 維 持 を

困 難 に し てお り 、 事 実 、 共 働き 家 庭 は 増 加 し てい る 。  

 近 年 の 男女 格 差 是 正 に 向 けた 社 会 的 機 運 が 高ま っ て い る の は 、

人 権 意 識 の高 ま り も 一 定 程 度寄 与 し て い る に せよ 、 根 源 的 に は 近

代 的 家 族 制度 が 経 済 的 に 維 持不 能 と な っ て お り、 そ れ が た め に 給

与 や 待 遇 面で の 不 平 等 を 正 当化 で き な く な っ たた め で は な い か と

考 え ら れ る。  

 2 0 0 0年 代 以 降 の 自 民 党 が そ れ ま で の 福 祉 国家 的 政 策 を 方 針 転換

し た こ と に対 し て 、 リ ベ ラ ル左 派 政 党 は そ の 理念 に 基 づ い て 防 波

堤 と し て の役 割 を 果 た す べ きで あ っ た の だ が 、政 治 的 勢 力 と し て

は 弱 体 化 して い る 。 一 方 で 行政 や 政 治 の 視 界 から 外 れ た 人 々 を 支

え る た め に、 さ ま ざ ま な 市 民運 動 ・ 社 会 運 動 は奮 闘 し て き た 。 し

か し こ れ らの 市 民 運 動 や 社 会事 業 の 継 続 に は 資金 的 な 制 約 が 大 き

く 、 団 体 間の 緩 や か な ネ ッ トワ ー ク が 形 成 さ れて は い る も の の 、

人 的 交 流 に関 し て は 地 域 限 定的 か つ 小 規 模 な もの に な ら ざ る を え

な か っ た 感が あ る 。 2 0 1 1 年 の 東 日 本 大 震 災 以 降 は 、 ツ イ ッ タ ーを

通 じ た 活 動も 盛 ん に な っ た が、 ご く 稀 な 例 を 除け ば 一 定 規 模 の 集

団 に と ど まり 、 現 実 的 な 力 を獲 得 す る に は 至 って い な い 。  

 こ の よ うに 日 本 の 政 治 状 況を 振 り 返 っ て み ると 、 日 本 の 発 展 ・

衰 退 と 大 まか な 政 治 勢 力 と して の 「 リ ベ ラ ル 」の 力 は 対 応 し て い

る よ う に 思え る 。  

 

リ ベ ラ ル アー ツ の 再 興 の 必 要性  

 現 在 ま でリ ベ ラ ル 左 派 政 党が 抱 え る 問 題 は 解決 で き て お ら ず 、

政 治 勢 力 とし て の リ ベ ラ ル 政党 の 衰 退 は 「 党 派的 な 議 論 を 脇 に 置

い て 、 現 実的 な 落 と し 所 を 探る 力 の 弱 さ 」 「 有権 者 の 利 害 に 真 摯
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に 向 き 合 う姿 勢 の 薄 さ 」 「 各政 党 の 掲 げ る 理 想を 追 求 し す ぎ る 姿

勢 」 と い う点 に 集 約 で き る 6 F

7 。 一方 で 昭 和 年 間を 通 じ て リ ベ ラ ル

政 党 で あ った と い え る 自 民 党も 、 全 体 的 に は 新自 由 主 義 的 指 向 性

が 強 ま っ てい る 。 実 際 に 自 民党 内 リ ベ ラ ル 派 とさ れ る 宏 池 会 所 属

の 議 員 数 は 4 2 人 で 第 3 会 派に と ど ま り 7 F

8
8 F

9 、 派 閥 領 袖 で あ る 岸 田 が

総 理 大 臣 とな っ て 「 新 し い 資本 主 義 」 を 掲 げ たも の の 、 そ の 実 態

は 国 民 に 投資 を 呼 び か け る など の 新 自 由 主 義 的政 策 の 域 を 出 て い

な い 。  

 リ ベ ラ ルな 政 治 勢 力 の 減 退が 象 徴 的 に 示 す のは 、 リ ベ ラ ル な 思

想 に 共 感 する 人 々 の 減 少 で ある 。 つ ま り こ れ は、 個 人 の 自 由 の 尊

重 、 相 互 扶助 な ど と い う 民 主主 義 社 会 の 基 盤 とな る 思 想 に 共 感 す

る 人 々 の 減少 を 示 し て お り 、長 期 的 に は 民 主 主義 社 会 の 緩 や か な

衰 退 に つ なが る と 筆 者 は 考 える 。 短 期 的 な 政 治的 課 題 と し て も 、

様 々 な 価 値観 か ら 多 様 な ア イデ ア を 提 案 し 実 現し う る 政 党 ・ 政 治

家 の 減 少 は、 激 変 す る 世 界 情勢 の 中 で 生 き 残 るた め に は 不 利 な 条

件 と な る だろ う 。  

 こ の 現 象を 本 稿 で は 、 日 本社 会 に お け る 「 リベ ラ ル ・ パ ワ ー 」

の 衰 退 と 表現 し た い 。  

「 リ ベ ラ ル・ パ ワ ー 」 と は 近代 民 主 主 義 社 会 の成 立 と 維 持 に 不 可

欠 な 倫 理 的・ 知 的 、 そ し て 政治 的 能 力 を 持 っ た人 々 が 存 在 す る こ

 

7   岡 田 憲 治 『 な ぜ リ ベ ラ ル は 敗 け 続 け る の か 』 2 0 1 9 集 英 社 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル  

8   参 議 院  会 派 別 所 属 議 員 数 一 覧  h t t p s : / / w w w . s a n g i i n . g o . j p / j a p a n e s e

/ j o h o 1 / k o u s e i / g i i n / 2 0 4 / g i i n s u . h t m  （ 2 0 2 2 年 1 1 月 2 8 日 最 終 閲 覧  

9   衆 議 院  会 派 名 及 び 会 派 別 所 属 議 員 数  h t t p s : / / w w w . s h u g i i n . g o . j p / i n t

e r n e t / i t d b _ a n n a i . n s f / h t m l / s t a t i c s / s h i r y o / k a i h a _ m . h t m  （ 2 0 2 2 年

1 1 月 2 8 日 最 終 閲 覧 ）  
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と で 生 ま れる 社 会 全 体 と し ての 力 と 定 義 す る 。「 リ ベ ラ ル ・ パ ワ

ー 」 は 政 治的 リ ベ ラ ル に 止 まら な い 概 念 で あ り、 基 本 的 に は そ の

社 会 に お ける 価 値 観 の 多 様 性を 認 め 、 様 々 な 利害 対 立 を 暴 力 で は

な く 対 話 によ っ て 調 整 し て いこ う と す る 姿 勢 であ る 。 そ し て こ の

リ ベ ラ ル ・パ ワ ー の 源 泉 と なる の は 高 等 教 育 にお け る リ ベ ラ ル ア

ー ツ 教 育 であ る 。 し か し 、 バブ ル 崩 壊 後 の 経 済的 停 滞 と 軌 を 同 じ

く し て 日 本の リ ベ ラ ル ア ー ツ教 育 も 衰 退 し て いる と い う 事 実 に 注

目 し た い 。  

 1 9 9 0年 代 の バ ブ ル 崩 壊 と 前 後 し て 、 日 本 の大 学 教 育 は 教 養 学部

を 縮 小 し 実学 優 先 に 舵 を 切 った 。 同 時 に 教 育 予算 の 選 択 と 集 中 の

掛 け 声 の もと 、 短 い 期 間 で の学 術 的 成 果 の 要 求と 人 文 系 研 究 の 軽

視 傾 向 が 強ま っ た 。 だ が 、 その 結 果 と し て 日 本の 経 済 が 発 展 し イ

ノ ベ ー シ ョン は 進 ん だ だ ろ うか 。 個 々 人 の 社 会的 成 功 例 や 技 術 的

ブ レ ー ク スル ー は あ っ た か もし れ な い が 、 す でに 述 べ た よ う に 、

日 本 の 国 力は 全 体 と し て 明 らか な 衰 退 局 面 を 迎え て お り 、 実 学 優

先 の 高 等 教育 へ の 転 換 は 大 きな 失 敗 で あ っ た 。こ れ を 象 徴 す る の

が 、 重 要 な学 術 論 文 の 引 用 数が ほ と ん ど 変 化 せず 、 他 国 か ら 相 対

的 に 引 き 離さ れ て い る 現 状 であ る 9 F

1 0 。 こ の 現 状は 、 リ ベ ラ ル ア ー

ツ の 中 で も人 文 教 養 に 繋 が る分 野 を 軽 視 し て きた こ と に 起 因 す る

だ ろ う 。 この よ う に 極 端 な 実学 優 先 の 志 向 は 、社 会 的 に ど の よ う

な 影 響 を もた ら す だ ろ う か 。  

 

1 0 文 部 科 学 省 科 学 技 術 ・ 学 術 政 策 研 究 所 『 科 学 技 術 指 標 2 0 2 2 』   

h t t p s : / / w w w 8 . c a o . g o . j p / c s t p / g a i y o / y u s i k i s h a / 2 0 2 2 0 8 1 8 / s i

r y o 2 . p d f  2 0 2 2 年 1 1 月 2 9 日 最 終 閲 覧  
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２ 、 リ ベ ラル な 価 値 観 の 衰 退が 、 分 断 と 格 差 の根 源 で は な い か  

 内 田 は 新自 由 主 義 的 政 策 に大 学 が 巻 き 込 ま れた 先 の 予 想 図 と し

て 、 グ ロ ーバ ル 資 本 主 義 の 中で 高 い 収 入 と 格 付け の み を 追 い 求 め

る よ う な 国民 が 多 数 派 と な り、 自 国 に 対 す る 愛着 や 関 心 を 持 た な

い 人 々 が 増加 す る こ と を 懸 念し て い る 。 内 田 が指 摘 す る よ う に

「 自 分 の 共同 体 に 対 す る 強 い愛 情 や 帰 属 意 識 を持 ち 、 国 の 制 度 や

文 化 を 支 え続 け る 責 任 感 」 が国 の 次 世 代 を 担 う市 民 に と っ て 必 要

だ か ら で ある 1 0 F

1 1 。 内 田 の 主 張は 言 葉 の 使 い 方 は違 え ど も 、 本 稿 に

お け る 「 リベ ラ ル ・ パ ワ ー 」の 衰 退 へ の 懸 念 と同 様 の も の で あ

る 。 教 育 現場 に お け る 実 学 優先 主 義 は 、 社 会 にお け る 利 潤 第 一 主

義 の 最 も 典型 的 な 表 出 と い える 。  

 利 潤 第 一主 義 が も た ら す 問題 は さ ま ざ ま に 考え ら れ る が 、 人 々

の 行 動 を 動機 づ け る 価 値 観 の形 成 に 大 き な 影 響を 与 え て い る と い

え る だ ろ う。 利 潤 第 一 主 義 は、 人 々 に 「 現 時 点に お け る 個 々 人 の

利 益 の 最 大化 」 と い う 価 値 観を 絶 対 化 ・ 内 面 化さ せ 、 そ れ 以 外 の

価 値 基 準 の重 要 性 を 相 対 的 に低 下 さ せ た 。 こ の価 値 観 の 元 で は 、

ど ん な 手 段で あ れ 自 ら の 利 潤を 最 大 化 さ せ た もの が 成 功 者 と し て

扱 わ れ 、 利潤 以 外 に ど ん な 豊か な も の 内 包 し てい よ う と 利 潤 を 産

ま な い も のは 敗 者 と い う 扱 いを 受 け る こ と に なる 。 経 済 的 な 勝

者 ・ 敗 者 とい う 単 純 な 2 分 法は 「 勝 ち 組 」 「 負 け 組 」 と い う 言 葉が

近 年 人 口 に膾 炙 し て い る こ とに 端 的 に 見 て 取 れる 。 こ の 言 葉 は

個 々 人 の 社会 的 属 性 を そ の まま 人 格 全 体 の 評 価ま で 敷 衍 す る 力 を

 

1 1   プ レ ジ デ ン ト F a m i l y  2 0 1 5 年 春 号 「 国 立 大 学 改 革 亡 国 論 「 文 系 学 部 廃 止 」 は 天

下 の 愚 策 」  h t t p s : / / p r e s i d e n t . j p / a r t i c l e s / - / 1 5 4 0 6 （ 2 0 2 2 年 1 1 月 2 8 日

最 終 閲 覧 ）  
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持 っ て お り、 そ れ が 故 に 典 型的 な ス テ レ オ タ イプ を う み 、 好 む と

好 ま ざ る とに か か わ ら ず 、 社会 を 分 断 す る 大 きな 力 と な っ て し ま

っ て い る 。ス テ レ オ タ イ プ 化さ れ た 認 識 の 中 にお い て 、 常 に

「 我 々 は 弱者 で あ り 、 敵 は 強者 で あ る 」 と い う図 式 が 固 定 化 さ

れ 、 分 断 が生 ま れ て い る の だ。  

 な お 、 この  「 利 潤 」  をあ る 属 性 を 持 っ た 一 部 の 人 々 が 受 ける

「 利 益 」 と置 き 換 え る と 、 既得 権 益 と い っ た 言葉 と も 非 常 に 親 和

性 が 高 い こと も 指 摘 で き る 。こ の 既 得 権 益 と いう 言 葉 そ れ 自 体

が 、 例 え ば生 活 保 護 バ ッ シ ング で あ っ た り 、 排外 主 義 を 掲 げ る 団

体 や 個 人 が特 定 の マ イ ノ リ ティ ー に 対 し て 差 別を 正 当 化 す る よ う

な 言 説 の ため に 使 わ れ る タ ーム ・ ス ラ ン グ と もな っ て い る 。 こ れ

は 世 界 的 な流 れ と も い う こ とが で き 、 ア メ リ カに 代 表 さ れ る よ う

な ト ラ ン プ支 持 者 か ト ラ ン プ支 持 者 で は な い かと い っ た 政 治 社 会

的 分 断 に も典 型 的 に 表 れ て いる 。  

３ 、 リ ベ ラル な 人 々 の 役 割 、学 問 の 役 割  

 社 会 の 分断 を 避 け る た め の共 通 の 言 語 と な るべ き も の が 、 現 代

社 会 に お ける 科 学 の 役 割 、 科学 的 事 実 の は ず であ る 。 し か し 、 そ

れ も 陰 謀 論的 な 思 想 、 あ る いは そ の よ う な 教 育を 受 け て し ま っ た

人 々 に と って は 、 自 分 た ち にと っ て の 敵 の 言 説を 正 当 化 す る 手 段

に し か 映 らな く な っ て し ま う。 こ の よ う な 中 で、 分 断 を 解 消 す る

事 は 非 常 に難 し い で あ ろ う 。  

 一 方 で 、人 文 科 学 を 始 め とす る 、 い わ ゆ る 、文 系 と 言 わ れ る 研

究 分 野 の 基礎 的 な 考 え 方 は 単一 の 価 値 観 を 絶 対視 す る 思 考 法 と は

逆 の も の であ る 。 も う 少 し 踏み 込 め ば 、 こ の よう な 極 端 な 考 え 方

を 廃 止 す るた め に 生 ま れ た のが 、 人 文 科 学 で あり 、 哲 学 と い っ た
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分 野 で あ る。 そ し て そ れ は 古来 よ り 、 そ れ こ そ 2 0 0 0 年 以 上 前 か ら

人 間 社 会 にと っ て か な り 重 要な も の で あ る は ずだ と 言 う 信 念 に 基

づ い て 、 異な っ た 文 明 、 異 なっ た 時 代 に お い て、 何 度 も 何 度 も 繰

り 返 し 強 調さ れ て き た 。  例を 挙 げ る な ら ば 、 ギ リ シ ャ 哲 学 に おけ

る プ ラ ト ン、 あ る い は ア リ スト テ レ ス が 提 唱 した 中 庸 と い っ た 概

念 は 、 必 ずし も 同 一 の も の を指 し 示 す も の で はな い に せ よ 、 孔 子

な ど の 中 華思 想 に も 見 ら れ るし 、 仏 教 に お け る重 要 な 概 念 で も あ

り 得 る 。  

 つ ま り 、分 断 を 避 け 、 社 会を 1 つ に す る た めの 言 葉 を 作 り 出 すた

め の 基 礎 的な 学 問 と し て の 人文 科 学 で あ っ た り、 あ る い は 科 学 そ

れ 自 体 と 言う も の と い う の は非 常 に 重 要 な 役 割を 担 っ て き た は ず

だ 。 さ ら に、 そ こ か ら の 様 々な ア イ デ ィ ア で あっ た り 、 発 想 、

様 々 な 知 見の 組 み 合 わ せ に よっ て 、 社 会 は 発 展し 、 そ し て 我 々 の

生 活 は 豊 かに な っ て き た の では な か っ た か 。  

 し か し 残念 な が ら 、 ま さ にこ の 利 潤 第 一 主 義の 社 会 に お い て 金

に な ら な い科 学 、 人 文 科 学 の立 ち 位 置 は 非 常 に弱 い も の と な っ て

し ま っ て いる 。 こ の こ と が さら に 社 会 の 分 断 を強 化 し て し ま う と

言 う 悪 循 環に 陥 っ て い る 。  

 リ ベ ラ ルア ー ツ を 基 盤 と した 人 文 社 会 科 学 に関 す る 高 度 な 教 育

を 受 け る こと の 価 値 と は 、 幅広 い 歴 史 的 文 化 的な 背 景 の 知 識 や 知

見 を 身 に 付け る と と も に 、 既存 の 概 念 や 思 考 方法 を 批 判 的 に 捉 え

直 し 、 新 たな 視 点 を 構 築 し てい く 手 法 を 学 ぶ こと に あ る 。 イ ノ ベ

ー シ ョ ン とは こ の よ う な 思 考方 法 を 基 盤 と し てな さ れ る も の で あ

り 、 リ ベ ラル ア ー ツ が 高 等 教育 の な か で 重 視 され て き た 背 景 で あ

る 。  
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 リ ベ ラ ルア ー ツ 的 な 視 点 から 捉 え 直 せ ば 、 利潤 第 一 主 義 の 根 源

に は G D Pと い う マ ク ロ 的 な 経 済 指 標 を も と に 社会 の 豊 か さ を 測 ろう

と し て き たこ と に 問 題 が あ ると 指 摘 で き る だ ろう 。 例 え ば ダ ス グ

プ タ は 、 G D P が 短 期 的 マ ク ロ経 済 的 政 策 立 案 ため の 経 済 活 動 指 標と

し て 有 効 であ る も の の 、 生 態学 的 な 資 本 の 切 り崩 し が 反 映 さ れ て

い な い た め長 期 的 指 標 と し ては 問 題 が あ る と 指摘 し て い る 1 1 F

1 2
。 今

ま で 主 に G D P と い う 指 標 に よっ て 比 較 さ れ て きた 「 社 会 の 豊 か さ」

が 見 直 し を迫 ら れ て い る 中 で、 G D P 以 外 の 経 済指 標 が 模 索 さ れ てい

る 状 況 に ある 1 2 F

1 3
。 こ の 局 面 で、 新 た な 概 念 を 創出 し 、 人 々 に 新 た

な 視 点 を 提供 す る 基 盤 と な るの が リ ベ ラ ル ア ーツ で あ り 、 さ ら に

専 門 的 な 教育 を 受 け た 市 民 の存 在 で あ る 。  

４ 、 日 本 の大 学 院 生 の 問 題  

 し か し 日本 で は 人 文 社 会 学系 の 大 学 院 へ の 進学 率 が 低 く 、 就 職

に あ た っ ても そ の 専 門 性 が 重視 さ れ な い こ と は長 年 指 摘 さ れ て き

た 1 3 F

1 4 。 高 度 な 知 的 教 育 を 受 け た 人 々 を そ の 専 門性 と は 無 関 係 な 業

務 に 従 事 させ る の は 、 人 の 尊厳 を 貶 め る の み なら ず 、 公 的 な 教 育

の 成 果 を 社会 に 還 元 す る と いう 観 点 か ら も 問 題視 さ れ る べ き 状 況

で あ る 。 この よ う な 社 会 背 景の 中 で 、 実 際 に 2 0 1 8 年 に 法 学 を 修め

た 研 究 者 が経 済 的 困 窮 に よ って 追 い 詰 め ら れ 、焼 身 自 殺 す る と い

 

1 2  h t t p s : / / c o u r r i e r . j p / n e w s / a r c h i v e s / 2 6 9 2 6 9 /  

1 3  h t t p s : / / j p . r e u t e r s . c o m / a r t i c l e / c l i m a t e c h a n g e - e x t i n c

t i o n - i d J P K C N 1 S G 0 L Y  

1 4  h t t p s : / / d o t . a s a h i . c o m / d o t / 2 0 2 1 1 2 0 6 0 0 0 6 4 . h t m l ? p a g e = 1  
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う 痛 ま し い事 件 1 4 F

1 5 も 発 生 し てい る 。 こ の 事 件 は最 も 極 端 な 事 例 か

も し れ な いが 、 人 文 系 の ポ スト ド ク タ ー や そ れに 類 す る 状 態 の 、

高 等 教 育 を受 け た 人 々 が そ の能 力 を 生 か せ ず 経済 的 に 困 窮 す る と

い う 状 況 が構 造 的 に 形 成 さ れて い る 。  

 筆 者 ら は実 際 に 、 2 0 2 2 年 8 月 か ら 1 0 月 に かけ て 、 現 役 の 大 学院

生 や 大 学 院博 士 課 程 へ の 進 学を 断 念 し た 人 々 にイ ン タ ビ ュ ー を 行

っ た 。 博 士課 程 退 学 、 あ る いは 修 士 卒 業 後 博 士課 程 に 進 学 し な か

っ た 人 文 学系 研 究 者 5 人 、 元自 然 科 学 系 研 究 者 1 0 人 に 「 な ぜ 博士 課

程 に 進 学 しな か っ た か 」 ま たは 「 な ぜ 博 士 課 程を 中 退 し た か 」 を

尋 ね た 。 その 解 答 と し て 多 かっ た 理 由 を （ 表 1 ） に ま と め た 。 結果

を 見 る と 、将 来 に 対 す る 不 安や 就 職 の 不 安 な ど進 路 の 不 安 が 上 位

に あ り 、 その 次 に 金 銭 的 な 理由 が 挙 げ ら れ て いる 。 以 下 に 、 実 際

に イ ン タ ビュ ー 時 の 発 言 の 一部 を 以 下 に 記 す 。学 費 に 関 し て は 、

「 学 費 で 破産 し そ う 」 と い う声 が あ っ た ほ か 、最 も 切 実 で あ っ た

の は 大 学 院生 と い う 立 場 で の経 済 的 基 盤 の 弱 さ、 就 職 先 の 不 安 定

さ を 嘆 く 声で あ る 。 「 博 士 にな っ た と し て も 働け る 気 が し な

い 」 、 「 3 0 ま で 職 な し は つら い 」 、 「 人 文 系は 仕 事 や ポ ス ト があ

る な ん て 全く わ か ら ん 」 、 「人 文 系 は 博 士 に 行か な い ほ う が 仕 事

が あ る 」 、「 自 然 科 学 系 は 博士 で も 就 職 で き るが 人 文 科 学 系 の 博

士 は 就 職 が無 理 」 な ど 、 切 実な 実 態 が 語 ら れ た。  

 こ の 結 果 か ら 指 摘 で き る こ と は 、 ま ず 博 士 課 程 を 増 や す に は 将

来 に 対 す る 不 安 と 、 金 銭 的 な 不 安 を 解 決 す る 必 要 が あ る こ と で あ

 

1 5   西 日 本 新 聞 「 九 大 箱 崎 キ ャ ン パ ス 火 災  元 院 生 の 男 性  放 火 し 自 殺 か  身 元 判

明 、 福 岡 東 署 」 （ h t t p s : / / w w w . n i s h i n i p p o n . c o . j p / i t e m / n / 4 5 0 0 2 9 / ） （ 2

0 2 2 年 2 月 2 8 日 最 終 閲 覧 ）  
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る 。 同 時 に 、 社 会 的 に 大 学 院 生 の 存 在 価 値 が 認 め ら れ て お ら ず 、

そ れ が た め に 専 門 的 な 教 育 と 高 い 知 性 を 持 ち な が ら も 、 社 会 の 中

に 埋 も れ て し ま っ て い る 、 あ る い は ひ っ そ り と 姿 を 消 し て し ま っ

た よ う な 人 々 が か な り の 数 存 在 す る の で は な い か と 言 う 事 実 で あ

る 。 一 人 二 人 の 特 殊 例 で は な く 、 数 多 く の 大 学 院 進 学 者 が 将 来 に

不 安 を か か え 、 そ の 優 秀 な 頭 脳 の 力 を １ ０ ０ ％ 発 揮 で き ず に い る

状 況 は 、 人 口 減 少 に 直 面 す る 日 本 社 会 に あ っ て 看 過 す べ き で は な

い 。  

 現 在 の 日本 社 会 に は 、 一 方に は 高 学 歴 で あ るが 故 に 就 職 が ま ま

な ら な い とい う ジ レ ン マ を 抱え た 人 々 が お り 、も う 一 方 に は う つ

病 を は じ めと す る 精 神 疾 患 や引 き こ も り な ど によ っ て 生 活 の 多 く

を 福 祉 に 頼ら ざ る を え な い 人々 が い る 。 言 い 換え れ ば 、 精 神 疾 患

な ど の 病 気、 高 学 歴 、 あ る いは 長 期 の 失 業 状 態な ど 、 社 会 の 「 普

通 」 の イ メー ジ か ら 逸 脱 し た状 態 に あ る 人 が 社会 の な か で 有 効 な

活 躍 を す る場 が 少 な い こ と が問 題 な の で あ る 。  

 本 来 こ のよ う な 人 々 を 支 え、 包 摂 す る 制 度 を提 案 す る の は 政 治

の 役 割 で あり 、 そ の 実 行 を 担う の が 行 政 機 関 であ る が 、 問 題 意 識

は 共 有 さ れな が ら も 根 本 的 な解 決 策 を 見 出 せ てい な い 。 例 え ば 各

政 党 は さ まざ ま な 形 で 社 会 的包 摂 を 目 指 す ス ロー ガ ン や 政 権 公 約

を 掲 げ て きた 。 し か し 、 な ぜ安 倍 政 権 で の 「 一億 総 活 躍 社 会 」 や

岸 田 政 権 の「 新 し い 資 本 主 義」 、 立 憲 民 主 党 の「 支 え 合 う 日 本 」

と い っ た 掛け 声 が 、 掛 け 声 倒れ な の か 。 そ れ は行 政 、 政 治 、 企

業 、 市 民 運動 の い ず れ の 領 域で も そ の よ う な 動き が 鈍 か っ た か 、

あ る い は 適切 な 準 備 が な さ れて い な か っ た か らで あ る 。  

 行 政 の 問題 と し て は 長 年 指摘 さ れ て き た 管 轄の 縦 割 り に よ る 弊

害 が あ げ られ る だ ろ う 。 何 らか の 社 会 問 題 の 解決 を 地 方 自 治 体 あ
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る い は 国 が主 導 し て 目 指 し た場 合 で も 、 担 当 する 省 庁 や 部 署 の セ

ク シ ョ ナ リズ ム が 分 野 横 断 的な ア イ デ ア の 障 害と な り 、 予 算 上 の

割 り 振 り も同 様 の 理 由 で 限 定的 に な ら ざ る を えな い た め 、 効 果 的

な 対 策 を 打つ こ と が で き な かっ た と 予 想 さ れ る。  

 政 治 的 には 、 昭 和 の 終 わ り頃 か ら 平 成 年 間 を通 じ て 浸 透 し た 新

自 由 主 義 的政 策 の 枠 組 み の 中で は 個 々 人 の 置 かれ る 状 況 は 彼 ら 自

身 が 選 び 取っ た も の で あ り 、そ の 現 状 が 苦 し い物 で あ っ て も 、 結

果 の 責 任 は個 人 に 求 め ら れ てき た 。 実 際 に は 病気 に 由 来 す る 就 業

の 困 難 さ や高 度 な 知 的 訓 練 を受 け た 場 合 の 就 業先 の 幅 の 狭 さ は 社

会 構 造 的 に生 み 出 さ れ 、 そ こに は ま り 込 ん だ まま 抜 け 出 せ な く な

っ て い る 事例 が 多 い と 考 え られ る が 、 そ う い った 人 々 は お よ そ ３

０ 年 間 に 渡っ て 政 治 的 に 打 ち捨 て ら れ て き た ので あ る 。 本 来 は 古

典 的 な 労 働組 合 な ど が そ の よう な 現 状 を 政 治 的制 度 に 反 映 す る 役

割 を 果 た すべ き で あ っ た が 、労 働 規 制 の 緩 和 によ っ て 労 働 組 合 の

な か で も 正規 労 働 者 と 非 正 規労 働 者 の 分 断 が 生ま れ 、 最 も 支 援 を

必 要 と す る人 々 の 意 見 を 政 治に 反 映 す る 回 路 が脆 弱 に な り 、 有 効

な 政 策 を 打ち 出 せ な く な っ てい る 。  

 こ の よ うに 行 政 や 政 治 の 視界 か ら 外 れ た 人 々を 支 え る た め に 、

さ ま ざ ま な市 民 運 動 ・ 社 会 運動 が 奮 闘 し て き た。 し か し 市 民 運

動 ・ 社 会 運動 は 継 続 す る た めの 資 金 的 な 制 約 が大 き く 、 同 様 の 理

由 で 規 模 の拡 大 も 難 し い 。 さら に 、 各 団 体 間 の緩 や か な ネ ッ ト ワ

ー ク が 形 成さ れ て は い る も のの 、 人 的 交 流 に 関し て は 地 域 限 定 的

か つ 小 規 模な も の に な ら ざ るを え な か っ た 。  

 筆 者 ら は、 指 摘 し た よ う な構 造 的 に 硬 直 し た状 態 を 改 善 す る こ

と が 、 社 会の 分 断 を 食 い 止 め、 そ し て ま た 利 潤第 一 主 義 の 社 会 で

は な い も う一 つ の あ り 方 を 目指 す た め に 必 要 不可 欠 な こ と な の で
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は な い か と考 え た 。 こ の よ うな 課 題 を 解 決 し うる の が 、 ビ ジ ネ ス

と し て の 継続 性 を 持 た せ つ つ社 会 問 題 の 解 決 を目 指 す 、 ソ ー シ ャ

ル ビ ジ ネ スと い う あ り 方 で ある 。  

 

５ 、 非 営 利事 業  S o c i a l ＋ A i d  （ ソ ー シ ャラ イ ド ） の 提 案  

 こ の 問 題を 考 察 す る 前 提 とし て 、 さ ま ざ ま な人 々 が 現 実 社 会 に

包 摂 さ れ るた め の 重 要 な こ とは 何 だ ろ う か 。 ここ で 、 大 阪 府 下 で

長 年 に わ たっ て 地 域 と と も に歩 む 障 害 者 の 作 業所 と し て 先 駆 的 な

取 り 組 み を行 っ て い る 、 社 会福 祉 法 人 野 の ち から の 理 念 1 5 F

1 6
の 一 部

を 抜 粋 し 紹介 し た い 。  

 

・ 「 お 顔 の見 え る お 客 様 と 信頼 関 係 を 結 び 、 一緒 に 生 き る こ と 」  

・ 「 も の を 買 っ て い た だ く と い う こ と は 、 商 品 と あ わ せ て そ の お

店 へ の 信 頼 で す ｡ 私 た ち は い つ も ワ ク ワ ク し な が ら 商 品 を 作 っ て い

ま す ｡ 障 害 や 病 気 は 仲 間 や お 客 様 の 中 で 回 復 し て い き ま す ｡ 人 が 集

ま り 仕 事 をし も の を つ く る 、そ し て そ れ が 売 れる こ と 。 」  

・ 「 メ ン バ ー が い つ も イ キ イ キ 働 け る の は 、 地 域 と つ な が っ て い

る か ら ｡ い つ も 元 気 で い ら れ る の は 、 お 客 様 が 来 て く だ さ る か ら ｡

自 分 た ち の 最 大 の 努 力 で 売 り 上 げ を 伸 ば し 、 た く さ ん 工 賃 を 払 お

う ｡ そ れ が又 み ん な を 元 気 にし ま す 。 」  

 

 

1 6  社 会 福 祉 法 人 野 の ち か ら  h t t p s : / / n o n o c h i k a r a . j i m d o f r e e . c

o m /  

https://nonochikara.jimdofree.com/
https://nonochikara.jimdofree.com/
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以 上 を ま とめ れ ば 、 ① 地 域 社会 と 顔 の 見 え る 関 係 を 作 る こ と 、 ②

類 似 の 境 遇に あ る 人 々 ど う しが 励 ま し 合 う 集 団が あ る こ と 、 ③ 自

ら が 関 わ り作 り あ げ た も の に対 し て 対 価 が 支 払わ れ 、 社 会 的 評 価

が な さ れ るこ と の ３ 点 が 重 要だ と い え る 。 こ のよ う な 目 標 は 営 利

企 業 の 中 で働 く 個 々 の 労 働 者に と っ て も 重 要 な意 味 を 持 つ が 、 効

率 向 上 に よる 利 潤 追 求 を 旨 とす る 営 利 企 業 と いう 集 団 全 体 に と っ

て は 、 副 次的 に 生 ま れ る 可 能性 は あ る に せ よ 優先 す べ き 企 業 目 標

と は な り にく い 。 逆 に 、 地 域に 根 ざ し た 社 会 福祉 法 人 で あ る か ら

こ そ 可 能 なも の で あ る 。 筆 者ら は 、 社 会 福 祉 法人 野 の ち か ら が 実

践 す る 理 念を 参 考 に 、 他 分 野で も 類 似 し た 取 り組 み を 行 う 意 義 は

十 分 に あ ると 考 え た 。  

 こ れ ま で見 て き た よ う に 、種 々 の 要 因 か ら 社会 の 「 普 通 」 か ら

逸 脱 し て しま っ た 人 々 を 支 える 取 り 組 み は 上 手く 機 能 し て 来 な か

っ た 。 し かし 、 新 型 コ ロ ナ 禍を 契 機 と し た 人 々の 意 識 変 化 と 通 信

技 術 の 発 展な ど が 相 互 作 用 する こ と で 、 今 ま での 状 況 を 打 開 可 能

な 状 況 が 整っ て き た 。 我 々 は社 会 に 上 手 く 乗 り切 れ な か っ た 人 々

を 支 援 す る社 会 的 ビ ジ ネ ス とし て 「 S o c i a l ＋ A i d  ソ ー シ ャ ライ

ド 」 （ 以 下“ ソ ー シ ャ ラ イ ド” と 呼 称 す る ） を提 案 す る 。 ソ ー シ

ャ ラ イ ド の中 核 と な る コ ン セプ ト は 以 下 の 通 りで あ る 。  

 

① 社 会 的 に疎 外 さ れ て い る 人々 を 社 会 に 再 接 続し 、 包 摂 す る こ と  

② 高 等 教 育を 受 け た 人 々 の 力を 社 会 に 実 装 す るプ ラ ッ ト フ ォ ー ム

の 形 成  

③ 異 な る 背景 を も つ 人 々 を つな げ 、 新 た な イ ノベ ー シ ョ ン の 基 盤

を 創 造 す るこ と  

④ 繋 が っ た人 々 に 地 域 を 変 革す る 主 役 に な っ ても ら う こ と  
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 具 体 的 には 地 方 振 興 へ の プラ ン を 持 っ て い る学 生 、 資 金 の 関 係

で 大 学 院 に行 く こ と を 迷 っ てい る 学 生 、 実 際 に大 学 院 進 学 を す る

こ と で 金 銭的 に 困 っ て い る 学生 、 精 神 疾 患 を 持っ て い て 適 切 に 働

く こ と が でき な い 人 、 地 域 の仕 事 や 農 業 な ど がで き る 体 力 が あ る

が そ の 場 がな い の で 働 け な い主 婦 等 、 あ る い は体 は 健 康 だ が 諸 事

情 で 働 け ない 失 業 者 、 医 学 的な 見 地 で は 働 け るが 適 切 な 診 断 な ど

を 受 け ら れな い こ と で 仕 事 を辞 め て し ま っ た 高齢 農 業 従 事 者 な ど

の 、 社 会 的・ 知 的 資 源 と し て十 分 に 社 会 で 活 躍で き る が 諸 事 情 に

よ っ て 活 躍す る こ と が で き ない 人 材 を 用 い て 地域 活 性 を 行 い 社 会

に 貢 献 す るこ と を 目 的 と す る。  

ビ ジ ネ ス モデ ル  

 本 事 業 では 、 ソ ー シ ャ ラ イド 事 務 局 が 顧 客 への 営 業 と 事 業 予 算

の 折 衝 を 担い 、 所 属 す る 会 員に 紹 介 す る 。 予 算管 理 や 必 要 経 費 の

会 計 処 理 は事 務 局 が 行 う 。  

 顧 客 は 解決 し た い 課 題 や 必要 と す る 人 材 ・ アイ デ ア な ど と 、 予

算 額 を 事 務局 に 提 示 し 、 事 務局 が 提 示 さ れ た 課題 に 適 切 と 思 わ れ

る 会 員 を 紹介 す る 。 顧 客 が 会員 を 指 名 す る 形 でも 良 い 。  

 会 員 は 会員 資 格 を 維 持 す るた め の 経 費 を 事 務局 に 納 め た 上 で 、

事 業 に 参 加す る 。 会 員 は 事 業の 予 算 枠 に 応 じ た調 査 費 の 割 り 当 て

を 受 け 、 活動 す る 。 割 り 当 て経 費 の 残 余 が 会 員の 収 入 と な る 。  

 ソ ー シ ャラ イ ド の ビ ジ ネ ス業 態 は 「 非 営 利 の人 材 派 遣 業 」 ＋

「 分 野 横 断型 の シ ン ク タ ン ク」 ＋ 「 リ ベ ラ ル アー ツ 教 育 を 支 援 す

る 教 育 機 関」 と い う 複 合 的 な物 に な る だ ろ う 。最 も 近 い 事 業 と し

て は 、 研 究者 の マ ッ チ ン グ サー ビ ス の 支 援 を 目的 に 文 科 省 が 「 研
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究 支 援 サ ービ ス ・ パ ー ト ナ ーシ ッ プ 認 定 制 度 1 6 F

1 7
」 を 設 け て い る 。

同 様 に 、 企業 と 研 究 者 の マ ッチ ン グ サ ー ビ ス につ い て は  株 式 会社

P O L 1 7 F

1 8
、 J D r e a m  E x p e r t  F i n d e r 社 1 8 F

1 9
や 、 産 学 連 携 マ ッ チ ン

グ  一 般 社団 法 人  公 益 研 究基 盤 機 構 1 9 F

2 0
な ど が 類 似 の 取 り 組 み を

行 っ て い るが 、 こ れ ら は 主 に理 工 系 の 研 究 者 をタ ー ゲ ッ ト に し て

い る と 思 われ る 。  

 ソ ー シ ャラ イ ド の が 既 存 の研 究 者 支 援 サ ー ビス と 異 な っ て い る

の は 、 理 工系 に 限 ら ず 人 文 社会 科 学 を 専 門 と する 学 生 ・ 若 手 研 究

者 を 対 象 とし て い る 点 、 退 職者 な ど も 含 ん だ もの で あ る 点 、 シ ン

ク タ ン ク とし て の 側 面 も 併 せ持 つ 点 な ど が あ げら れ る 。 ま た 医

学 ・ 理 工 系の 研 究 支 援 は そ の将 来 性 を 買 わ れ たこ と で 盛 ん に な っ

て い る が 、医 療 ・ 福 祉 と 人 文系 に 主 眼 を お い たも の は 少 な い 。  

 そ も そ も人 文 系 で は 個 々 の専 門 性 が 非 常 に 高い た め に 、 部 外 者

に と っ て 人文 系 の 若 手 研 究 者な ど の 発 掘 が 原 理的 に 困 難 で あ る 。

た ま た ま 著書 が 有 名 に な っ たり 、 マ ス コ ミ で 取り 上 げ ら れ な け れ

ば 、 ほ と んど 存 在 を 知 ら れ ない ま ま に 細 々 と 研究 を し て い る と い

う こ と に なる 2 0 F

2 1
。 こ の た め 、専 門 領 域 に 関 す る定 量 化 は 表 面 的 な

 

1 7  h t t p s : / / w w w . m e x t . g o . j p / a _ m e n u / k a g a k u / k i h o n / 1 4 2 2 2 1 5 _

0 0 0 0 1 . h t m ）  

1 8  h t t p s : / / g e n d a i . i s m e d i a . j p / a r t i c l e s / - / 5 8 0 0 7  

1 9 h t t p s : / / j d r e a m 3 . c o m / l p / e x p e r t _ f i n d e r / ? g c l i d = C j 0 K C Q i A

2 s q O B h C G A R I s A P u P K 0 h A u I z B v Z n P s z 7 C q P X B k P P A u V M h A A G 2 Q _ G P f F

B w Q q _ _ R Z E L i T w f N 3 s a A o S V E A L w _ w c B  

2 0  h t t p s : / / p p r p - j a p a n . o r g / a c a d e m i c - i n d u s t r i a l  

2 1  医 療 現 場 の 局 所 的 だ が 構 造 的 問 題 を 分 析 す る 目 は 、 た と え ば 人 類 学 ・

社 会 学 的 な ト レ ー ニ ン グ が 必 要 で あ ろ う 。 こ う い う （ あ る 意 味 で 耳 の 痛

い ） 外 部 の 目 が 必 要 な 現 場 は 多 数 あ る だ ろ う 。 し か し 医 療 機 関 側 に は そ の

よ う な 人 的 資 源 が ほ と ん ど な い 。 ご く 少 数 の 例 外 的 人 脈 を 持 っ た 医 療 機 関
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も の に な るた め デ ー タ ベ ー スに 基 づ く マ ッ チ ング サ ー ビ ス は 難 し

く 、 古 典 的な 顔 の 見 え る 関 係に 基 づ く 形 が 適 切で あ ろ う 。  

 こ の よ うな 人 々 を 繋 ぐ 事 業は 今 ま で 考 案 は され て き た か も し れ

な い が 、 実際 に 社 会 実 装 さ れて い な い 。 そ の 理由 と し て は  

① 営 利 企 業と し て 利 潤 を ほ ぼ生 ま な い た め 、 事業 と し て 成 立 し な

い  

② 行 政 に は分 野 横 断 的 す ぎ 、管 轄 が 不 明 瞭 で ある  

③ 政 治 的 には 政 策 の 主 軸 に 据え る イ ン セ ン テ ィブ が な か っ た  

④ 市 民 運 動は 資 金 源 に 乏 し く、 ま た 安 価 に 多 様な 人 々 と 交 流 で き

る ツ ー ル もな か っ た  

な ど が 挙 げら れ る 。  

 こ れ ら の課 題 に 対 し て 、 ① 非 営 利 の ソ ー シ ャル ビ ジ ネ ス と し て

提 供 し 、 低コ ス ト で 経 営 す るこ と で 解 決 で き 、 ② は 民 間 企 業 が 持

つ 機 動 性 が、 そ の ま ま 対 象 分野 の 幅 広 さ に つ なが る 。 ③ は こ れ か

ら の イ ン セン テ ィ ブ に な り うる 領 域 で あ り 、 一方 で 行 政 や 立 法 に

と っ て モ デル と な り う る ソ ーシ ャ ル ビ ジ ネ ス に取 り 組 む こ と が 非

常 に 社 会 的に 有 益 で あ る 。 ④ は 昨 今 の オ ン ラ イン ツ ー ル の 普 及 に

よ っ て ク リア で き 、 官 民 産 学に 市 民 が 加 わ る プロ ジ ェ ク ト を 提 供

で き る 。  

 な お 、 本ビ ジ ネ ス に 参 加 する 会 員 へ の 収 入 は、 会 員 の 生 計 を サ

ポ ー ト す るレ ベ ル の も の で あり 、 大 幅 な 所 得 増加 が 見 込 ま れ る わ

け で は な いこ と は 強 調 し て おき た い 。 基 本 的 には 会 員 が す で に 持

 

は そ れ が 可 能 か も し れ な い が 、 大 多 数 で は 不 可 能 だ ろ う 。 医 療 安 全 チ ー ム

な ど は 医 療 従 事 者 主 体 で 作 ら れ る が 、 そ こ に さ ら に 人 文 系 の 視 点 が 導 入 さ

れ る こ と で 、 よ り 患 者 に と っ て 意 味 の あ る 医 療 を 提 供 す る 基 盤 を 作 り 出 せ

る の で は な い か 、 と 考 え る 。  
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っ て い る 得意 分 野 ・ 専 門 分 野を 活 か せ る 場 所 を見 つ け て い く こ と

を 主 眼 と して お り 、 ソ ー シ ャラ イ ド 自 体 は 会 員に と っ て の 通 過 点

で あ る べ きで あ る 。 ソ ー シ ャラ イ ド が 紹 介 す るプ ロ ジ ェ ク ト を 通

じ て 、 様 々な 企 業 や 自 治 体 など と 繋 が っ た り 、あ る い は 新 た な 研

究 の 場 を 見つ け て い く ま で を支 援 す る の が 本 事業 で あ る 。 本 稿 で

提 案 す る ソー シ ャ ル ビ ジ ネ スの 最 終 目 標 は 、 この ビ ジ ネ ス モ デ ル

が 発 展 的 に解 消 さ れ 、 社 会 制度 的 に 確 立 さ れ るこ と に よ っ て 、 需

要 が な く なる こ と で あ る 。  

 

具 体 的 な 事業 内 容  

 ソ ー シ ャラ イ ド の 主 な 事 業は ３ つ を 想 定 す る。 １ つ 目 が コ ン サ

ル タ ン ト 部門 、 ２ つ 目 が 教 育支 援 部 門 、 ３ つ 目が リ ベ ラ ル ア ー ツ

講 座 部 門 であ る 。 こ れ ら は それ ぞ れ 対 象 と す る顧 客 が 、 企 業 ・ 行

政 分 野 、 高校 ・ 大 学 な ど 高 等教 育 分 野 、 社 会 人と な っ て い る 。 以

下 で 想 定 され る 具 体 例 に つ いて 述 べ る 。  

 

例 １ ） 企 業・ 行 政 分 野 に 関 わる 場 合  

 日 本 各 地の 多 く の 自 治 体 は、 人 口 増 加 と 産 業の 活 性 化 が 喫 緊 の

課 題 で あ る。 一 方 で 各 地 域 には 「 見 え に く い 観光 資 源 2 1 F

2 2 」 と い う

 

2 2   見 え に く い 観 光 資 源 、 と は 以 下 の 条 件 の 内 複 数 を 満 た し た も の と 定 義

す る 。  

１ 、 そ の 土 地 独 自 の 文 化 に 根 付 い た 風 習 ・ 景 色  

２ 、 国 内 、 あ る い は 国 外 で も 珍 し い 試 み  

３ 、 大 学 や 専 門 家 が か か わ り 、 知 る と 知 的 好 奇 心 を 満 た せ る も の  

４ 、 一 見 す る と わ か り に く い が 高 い 歴 史 的 価 値 を 有 し て い る も の  

５ 、 地 域 行 政 主 導 で は な く 民 間 主 導 で 行 わ れ て い る 試 み  
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べ き も の が存 在 し て い る が 、そ の 活 用 は 自 治 体単 独 で は 難 し い と

思 わ れ る 。な ぜ な ら 、 日 常 的に 存 在 す る 歴 史 的・ 文 化 的 な 資 産 を

ア カ デ ミ ック な 側 面 か ら 捉 えな お し 、 対 外 的 にア ピ ー ル す る た め

に は 、 人 員も 専 門 的 知 見 も 必要 と な る か ら で ある 。 こ の よ う な 専

門 的 知 見 を持 っ て い る 人 材 をど こ に 見 出 す か 、と い う 点 で 大 学 院

生 な ど 若 手研 究 者 の 存 在 は 重要 で あ る と 考 え た。  

 兵 庫 県 佐用 町 を 例 に と っ て考 え て み た い 。 佐用 町 は 兵 庫 県 南 西

部 に 位 置 する 人 口 約 1 6 0 0 0 人 の 町 で あ る 。 相 生市 、 た つ の 市 、 赤

穂 市 、 宍 粟市 、 太 子 町 、 上 郡町 と 共 に 西 播 磨 地域 を 形 成 し て お

り 、 佐 用 町を 含 む 西 播 磨 地 域西 部 は 兵 庫 県 有 数の 森 林 地 帯 で あ る ⁽

³ ⁾ 。 佐 用町 も 町 内 の 八 割 を 森 林 が 占 め て お り、 町 も 豊 か な 自 然を

町 の 資 源 とみ な し て い る 。 南部 と 北 部 で 気 候 が違 い 、 南 部 は 瀬 戸

内 海 気 候 に近 く 、 北 部 は 積 雪量 が か な り 多 い 。千 種 川 の 中 流 域 が

町 内 に 当 たり 、 豊 富 な 清 流 を活 か し た 農 業 も 盛ん で あ り 特 産 品 と

し て は こ んに ゃ く や 自 然 薯 、も ち 大 豆 、 紅 茶 、ホ ル モ ン 焼 う ど ん

な ど が あ る。 古 く か ら 出 雲 街道 と 因 幡 街 道 の 交わ る 位 置 に 存 在 し

て お り 、 町の 東 西 を J R 姫 新線 と 中 国 自 動 車 道が 、 町 の 南 北 を 智 頭

急 行 と 鳥 取自 動 車 道 が 通 っ てい る 。 典 型 的 な 兵庫 県 の 山 間 部 に 分

類 さ れ る が、 姫 新 線 を 通 し て姫 路 と つ な が っ てお り 、 岡 山 市 か ら

も 車 を 使 えば 容 易 に 訪 れ る こと が で き る 。  

 佐 用 町 は、 歴 史 的 に 重 要 な街 道 の 交 差 点 で あっ た こ と に 加 え

て 、 西 播 磨天 文 台 、 S p r i n g - 8 と い っ た 物 理 学上 も 重 要 な 施 設 が存

在 し て い る。 こ れ ら は 、 そ れぞ れ 単 体 で は つ なが り の な い も の で

あ り 、 ラ ンド マ ー ク や 大 規 模な 祭 り の よ う に 一度 に 大 勢 の 観 光 客

を 呼 ぶ こ とは 難 し い 。 し か しな が ら 、 観 光 地 とし て の 価 値 は 存 在

し て お り 、そ の 試 み や 風 習 など が 十 分 に 観 光 資源 と な り う る 。 そ
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の 最 大 の 利点 は 、 既 存 の 観 光資 源 を ピ ッ ク ア ップ し て 整 備 す る こ

と が 新 し い産 業 の 創 出 に 繋 がる こ と で あ る 。 観光 資 源 の 創 出 に よ

る 産 業 の 育成 は 、 地 方 の 衰 退を 止 め る 一 助 に なる と 考 え ら れ る 。  

 も し 佐 用 町 で こ の よ う な 事 業 を 行 う と な っ た 場 合 に 、 ソ ー シ ャ

ラ イ ド の 会 員 か ら 歴 史 学 ・ 物 理 学 な ど の 知 見 を 持 っ た 会 員 を 派 遣

し 、 振 興 プ ロ ジ ェ ク ト の シ ン ク タ ン ク と し て 活 躍 し て も ら う こ と

が 考 え ら れる 。  

 

例 ２ ） 研 究者 会 員 が 大 学 ゼ ミの 支 援 を 行 う 場 合  

「 ソ ー シ ャラ イ ド 」 が 、 大 学の ゼ ミ か ら 学 部 生一 人 あ た り ５ ０ ０

０ 円 〜 1 万円 ／ 月 前 後 の 単 価 で ゼ ミ 運 営 の サ ポー ト を 受 注 （ ゼ ミが

お お よ そ 2時 間 前 後 と い う 想 定 ） 。 う ち ５ ％ 〜１ ０ ％ を 手 数 料 とし

て 受 け 取 り、 残 り は 研 究 者 会員 の 経 費 と す る 。研 究 者 会 員 は 、 論

文 の 推 敲 やス ラ イ ド へ の ア ドバ イ ス な ど を 行 う。 具 体 的 な 内 容 の

指 導 は 当 然指 導 教 官 が 担 う べき で あ る が 、 学 生の 一 定 水 準 ま で に

引 き 上 げ る。 学 生 個 人 か ら の受 注 も 可 と す る かど う か は 検 討 課 題

で あ る が 、基 本 的 に は ゼ ミ 単位 で の 支 援 を 主 軸と す る 。 研 究 者 会

員 は 経 費 枠内 で 、 ゼ ミ の 研 究内 容 に 関 連 す る 書籍 を 購 入 し た り 、

大 学 へ の 交通 費 と す る こ と が可 能 と す る 。 経 費の う ち 余 っ た 額 が

給 与 と な る。  

 

例 ３ ） 会 員が リ ベ ラ ル ア ー ツ講 座 を 担 当 す る 場合  

 「 ソ ー シャ ラ イ ド 」 が 主 催と す る 連 続 講 座 ・単 発 講 座 の 講 師

を 、 会 員 が企 業 や 市 民 向 け に行 う 。 一 講 座 の 参加 費 を 一 人 1 0 0 0 円

前 後 、 講 演時 間 と 質 疑 応 答 で６ ０ 〜 ９ ０ 分 、 参加 者 の 感 想 交 流 や

小 グ ル ー プで の デ ィ ス カ ッ ショ ン で ３ ０ 分 前 後と い っ た 内 容 を 標
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準 の タ イ ムス ケ ジ ュ ー ル と する 。 会 場 費 を 抑 える こ と も 考 慮 し て

基 本 的 に はオ ン ラ イ ン 開 催 とす る 。 講 師 に は １講 演 で １ 〜 2 万 円前

後 の 報 酬 を支 払 え る こ と を 目標 と す る 。 採 算 が取 れ る 基 準 は お そ

ら く １ 講 演あ た り 参 加 人 数 が平 均 ３ ０ 人 は 必 要と 考 え ら れ る 。 参

加 費 総 額 から 講 師 へ の 報 酬 を差 し 引 い た ぶ ん が、 ソ ー シ ャ ラ イ ド

事 務 局 の 収入 で あ る 。  

 専 門 分 野や 実 地 経 験 を 持 つ会 員 が 講 師 と な るこ と を 想 定 す る

が 、 こ れ は専 門 資 格 を 持 っ てい な く と も 社 会 的に 重 要 だ と 思 わ れ

る 経 験 を 持つ 人 で あ れ ば 講 師で あ る 。 講 演 を 行う 前 に は ソ ー シ ャ

ラ イ ド の 十分 な 数 の 会 員 の 目を 通 し て 相 互 に アド バ イ ス を 受 け 、

講 演 と し て成 立 す る よ う な クオ リ テ ィ を 担 保 する 。 講 演 内 容 は 、

た と え ば 日雇 い 労 働 を 長 年 続け て き た 人 か ら みた 日 本 社 会 の 変 化

で あ っ て も良 い し 、 非 常 に ニッ チ な 研 究 分 野 に関 す る 発 表 で も 良

い 。  

 ま た 、 発展 的 プ ラ ン と し て「 有 料 老 人 ホ ー ム・ デ イ サ ー ビ ス へ

の 会 員 派 遣」 も 考 慮 す る 。 高学 歴 の 高 齢 男 性 にと っ て は 、 老 人 ホ

ー ム や デ イサ ー ビ ス な ど で 話が 合 わ な か っ た り居 場 所 が な か っ た

り す る こ とが 往 々 に し て あ る。 オ ン ラ イ ン で この よ う な 人 々 を 繋

ぎ つ つ 、 若手 研 究 者 も 交 え てデ ィ ス カ ッ シ ョ ンす る 場 を 設 け る こ

と は 、 福 祉事 業 と し て も 成 立し う る と 予 想 す る。  

初 期 投 資 と運 営 経 費  

 ソ ー シ ャラ イ ド の 運 営 に あた っ て は 、 人 を つな い で 情 報 を 共 有

す る た め のツ ー ル が あ れ ば 良い の で 、 初 期 投 資は 非 常 に 小 さ く な

る と 予 想 され る 。 事 業 規 模 の拡 大 に 応 じ て 独 自の ホ ー ム ペ ー ジ や
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サ ー バ ー など が 必 要 と 考 え られ る が 、 多 く の 人に と っ て 馴 染 み が

あ る 既 存 のツ ー ル を 積 極 的 に活 用 す る 。  

 想 定 さ れる 主 な 事 業 支 出 源と 事 業 収 入 源 に つい て 、 表 ２ に ま と

め た 。 具 体的 な 金 額 に つ い ては 事 業 規 模 に 比 例し た も の に な る で

あ ろ う が 、利 潤 を 得 る こ と を目 的 と し な い こ とに よ っ て 会 員 に 適

正 な 対 価 を支 払 う こ と が 可 能に な る だ ろ う 。  

会 員 の 募 集と 発 展 性  

 ま ず は スタ ー ト ア ッ プ 時 の主 要 メ ン バ ー の 伝手 に よ っ て 、 大 学

院 生 や 退 職者 で 参 加 の 意 思 があ る も の を 募 る 。会 員 登 録 は 無 料 と

し 、 プ ロ ジェ ク ト へ の 初 回 参加 時 に 会 員 費 用 を報 酬 か ら 差 し 引 く

形 と す る こと で 、 参 加 の ハ ード ル を 下 げ る 。 会員 資 格 は 、 以 下 の

よ う な ３ 分類 を 想 定 し て い る。 専 門 資 格 会 員 は、 医 師 を は じ め と

す る 医 療 系国 家 資 格 を は じ めと す る 有 資 格 者 であ る 。  

研 究 者 会 員は 、 大 学 院 在 籍 など 大 学 院 相 当 以 上の 学 歴 を 有 す る も

の で あ る 。専 門 資 格 会 員 、 研究 者 会 員 は 登 録 時に 自 身 の 論 文 や 研

究 計 画 書 など 、 研 究 内 容 や 専門 分 野 が 把 握 で きる も の を 提 出 す

る 。 市 民 会員 は 、 基 本 的 に は誰 で も 加 入 で き るも の と し 、 学 生 、

退 職 者 、 失業 者 な ど も 対 象 とな る 。  

 事 務 局 は各 会 員 の 専 門 分 野と 顧 客 の 要 求 を マッ チ ン グ さ せ て 、

プ ロ ジ ェ クト ご と に チ ー ム を編 成 す る 。 会 員 同士 が 継 続 的 な チ ー

ム を 作 り 、専 門 分 野 を 活 か して 複 数 の プ ロ ジ ェク ト に 関 わ る こ と

も 歓 迎 す る。  

 こ の 事 業の 発 展 性 に つ い ては 以 下 の よ う な メリ ッ ト が 考 え ら れ

る 。 ま ず 、会 員 数 の 拡 大 と 専門 分 野 の 多 様 化 が対 象 分 野 の 拡 大 に

直 結 す る こと で あ る 。 ま た 、事 業 内 容 が 地 域 振興 や 高 等 教 育 支 援
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事 業 で あ るこ と か ら 、 公 共 性が 高 い と 認 め ら れた 場 合 に は 地 方 自

治 体 の 事 業と し て 採 用 さ れ 継続 す る 可 能 性 が ある 。 さ ら に 、 多 分

野 の 専 門 家の 交 流 に よ っ て 、技 術 的 ・ 社 会 的 イノ ベ ー シ ョ ン の 基

盤 に な り うる こ と も 考 え ら れる 。 J I C A な どの 国 際 貢 献 を 主 旨 とし

た 団 体 に も人 材 紹 介 が 可 能 にな る だ ろ う 。  

 ま た 、 資金 が 一 定 ま で 確 保で き た 場 合 に は 、資 産 運 用 を 開 始 し

運 用 益 を 学生 向 け の 奨 学 金 とし て 制 度 化 す る こと も 考 慮 す る ほ

か 、 懸 賞 論文 を 創 設 し さ ら なる 日 本 の 知 的 発 展に 繋 が る よ う な ア

イ デ ア と 人材 を 募 集 す る 。  

６ 、 解 決 しう る こ と  

 ソ ー シ ャラ イ ド の 実 現 に よっ て 、 社 会 の さ まざ ま な 領 域 で 前 向

き な 変 化 を生 み 出 せ る も の と筆 者 は 期 待 し て いる 。  

 ま ず 会 員に 共 通 の メ リ ッ トと し て は 、 知 的 な研 鑽 の た め の 費 用

を 活 動 経 費と し て 計 上 す る こと が で き る 他 、 自治 体 や 企 業 、 あ る

い は 他 分 野の 研 究 者 と の 人 脈を 作 る 足 が か り にな る 。  

 研 究 者 会員 に と っ て は 、 研究 に 関 わ る 経 費 を多 少 浮 か す こ と が

可 能 で 、 同時 に 研 究 内 容 を 社会 に 発 表 す る 機 会を 作 れ る 。 公 共 性

の 高 い プ ロジ ェ ク ト へ の 参 加は 、 会 員 の 経 歴 とし て も 有 用 で あ る

と 思 わ れ る。 市 民 会 員 で は 今ま で 培 っ て き た 知識 や 経 験 を 社 会 に

活 か す こ とが で き る ほ か 、 それ を 次 世 代 へ と 継承 す る こ と も 可 能

で あ ろ う 。専 門 資 格 会 員 に とっ て も 、 自 身 の 専門 性 を 違 う 形 で 活

か せ る 場 が提 供 で き る 。 医 療従 事 者 の 会 員 で は、 地 域 の 課 題 へ の

ア プ ロ ー チを 医 療 以 外 の 分 野か ら も 呼 び 込 む こと で 地 域 住 民 の 健
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康 度 上 昇 に寄 与 す る こ と が でき る だ ろ う 。 ま た、 医 療 機 関 に と っ

て も 潜 在 的な 顧 客 の 掘 り 起 こし に つ な が る だ ろう 。  

 企 業 や 行政 に と っ て の メ リッ ト は 次 の よ う な物 が 挙 げ ら れ る 。

ま ず 、 複 数の 分 野 に 関 す る 専門 的 知 識 を 元 に した 、 ア ド バ イ ス や

分 析 を 利 用す る こ と が で き る他 、 既 存 の 管 轄 にと ら わ れ ず に 専 門

家 チ ー ム を編 成 で き る た め 、他 分 野 の 視 点 や 斬新 な ア イ デ ア が 生

ま れ や す くな る 。 将 来 的 に は、 高 度 に 教 育 を 受け た 専 門 家 を 採 用

す る た め の人 材 バ ン ク と し ても 活 用 で き る 。 また 、 発 展 的 な 展 望

と し て は 教育 支 援 部 門 で の 指導 水 準 を 一 定 以 上に 高 め る こ と で

「 ソ ー シ ャラ イ ド の サ ポ ー トを 受 け た 学 生 」 に対 し て 学 歴 に か か

わ ら ず 一 定の 能 力 を 保 証 す るこ と が で き る 。 これ に よ っ て 、 大 学

入 学 時 の 成績 で は な く 「 実 際に ど の よ う な 適 性が あ る の か 」 を 基

準 に し た 新規 の 人 事 採 用 を 、一 定 の 質 を 担 保 しつ つ 可 能 に し う る

だ ろ う 。  

 社 会 的 なイ ン パ ク ト と し ては 、 一 人 一 人 が 社会 で 活 躍 す る 場 を

作 り 出 す こと が で き る こ と 、高 等 教 育 の 結 果 を社 会 に 還 元 で き る

回 路 が 増 える こ と 、 多 分 野 の専 門 家 の 交 流 に よっ て 技 術 的 ・ 社 会

的 イ ノ ベ ーシ ョ ン の 基 盤 に なり う る こ と 、 そ して 社 会 の 知 的 水 準

の 向 上 に 寄与 す る こ と が で き、 社 会 を ゆ た か にす る 一 助 と な る こ

と が 挙 げ られ る 。  

 最 後 に ソー シ ャ ラ イ ド の コン セ プ ト は 国 際 的目 標 と し て 掲 げ ら

れ る S D G s の １ ７ の 目 標 を 数多 く 包 含 し て い るこ と を 指 摘 し て お

く 。 ま ず 「① 社 会 的 に 疎 外 さ れ て い る 人 々 を 社会 に 再 接 続 し 、 包

摂 す る こ と」 は 貧 困 と 不 平 等 の 撲 滅 、 ジ ェ ン ダー 平 等 （ S D G ５・

８ ・ １ 0 ）な ど を 実 現 す る こ と に つ な が っ て いる 。 「 ② 高 等 教 育を

受 け た 人 々の 力 を 社 会 に 実 装す る プ ラ ッ ト フ ォー ム を 形 成 す る こ
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と 」 並 び に「 ③ 異 な る 背 景 をも つ 人 々 を つ な げ、 新 た な イ ノ ベ ー

シ ョ ン の 基盤 を 創 造 す る こ と」 は 、 質 の 高 い 教育 と イ ノ ベ ー シ ョ

ン の 発 展 （ S D G ４ ・ ９ ） に 直 結 し 、 「 ④ 繋 が った 人 々 に 地 域 を 変 革

す る 主 役 にな っ て も ら う こ と」 は 町 づ く り 、 平和 的 共 同 体 、 パ ー

ト ナ ー シ ップ （ S D G １ １ ・１ ６ ・ １ ７ ） に つな が る 。 こ れ ら が 発 展

す る こ と でさ ら に S D G １ ２〜 １ ５ に つ な が る アイ デ ア や 運 動 が 立ち

上 が る こ とが 期 待 で き る 。  

 

７ 、 お わ りに  

 本 公 益 事業 の 最 終 的 な 目 的の 一 つ と し て 、 国民 の 全 体 的 な 知 的

水 準 を 引 き上 げ る こ と が 挙 げら れ る 。 科 学 技 術的 な 側 面 か ら は 、

今 後 の 国 際競 争 に お い て 重 要な の は 革 新 的 な 技術 開 発 を め ぐ る 知

的 競 争 で あり 、 そ の 基 盤 と して 研 究 職 に 就 か ない 人 々 も リ ベ ラ ル

ア ー ツ 能 力を 備 え た 高 い 知 的能 力 を 有 す る 必 要が あ る 。 リ ベ ラ ル

ア ー ツ を 基礎 的 な 共 通 基 盤 とし 持 つ 人 々 の 幅 が広 が る こ と に よ っ

て 、 技 術 革新 が 活 発 化 し 、 さら に 自 動 化 な ど の多 く の 変 化 が 促 進

さ れ る で あろ う 。 こ れ に と もな っ て 自 動 運 転 やロ ボ ッ ト 技 術 、 お

よ び テ レ ワー ク な ど の 新 し い勤 務 体 系 や 業 務 技術 が 発 展 し 、 一 般

的 な 労 働 者に も 高 い 知 的 レ ベル が 求 め ら れ る 可能 性 が 高 い と い う

面 か ら も 、新 た な 知 識 や 知 見を 取 り 入 れ る た めの 基 礎 的 な 能 力 を

身 に つ け るこ と は 重 要 な 意 味を 持 つ 。  

 ま た 、 今後 の 社 会 に お い て重 要 な の は 、 こ れま で の 教 育 制 度 の

よ う な 一 部の 特 化 し た 才 能 を生 み 出 す こ と で はな く 、 社 会 全 体 が

高 い 知 的 水準 を 保 つ こ と が 重要 で あ る 。 職 業 階層 や 人 種 、 民 族 に

よ っ て 分 断さ れ る の で は な く、 リ ベ ラ ル ア ー ツと い う 共 通 の 対 話
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基 盤 を 通 じて こ そ 相 互 理 解 が促 進 さ れ る だ ろ う。 そ の よ う な 社 会

で は 、 人 はそ れ ぞ れ の 適 性 に応 じ て 活 躍 で き る社 会 を 目 指 す こ と

が で き る はず で あ る 。  

 筆 者 が 強調 し た い の は 、 「人 間 の 持 て る 能 力を ど こ ま で 発 揮 で

き る 社 会 であ る か 」 こ そ が 経済 に 重 要 な 指 標 であ る と い う 点 で あ

る 。 人 口 減少 が ほ ぼ 避 け ら れな い 見 通 し で あ る日 本 に お い て は 、

様 々 な 事 情を 抱 え た 人 々 が 社会 の 中 で 居 場 所 を見 つ け 、 確 か な 役

割 を は た せる よ う に な ら な けれ ば 、 既 存 の 指 標で 計 測 可 能 な 経 済

成 長 も 不 可能 で あ る 。 社 会 の片 隅 に 追 い や ら れて い る 人 々 を 社 会

の 中 に 包 摂し て い く こ と に よっ て 、 そ の よ う な人 々 の 生 活 に 安 定

的 な 経 済 的基 盤 と 安 心 感 が 生ま れ 、 前 向 き な 経済 活 動 を 喚 起 す る

こ と に 結 びつ く だ ろ う 。 こ の点 は 、 一 般 の 企 業活 動 に と っ て も 潜

在 的 顧 客 が拡 大 す る と い う 重要 な 意 味 を 持 っ てい る 。  

 社 会 が どん な に 暗 い 見 通 しの 中 に あ っ て も 、そ れ で も 希 望 が あ

る こ と を 、我 々 は 歴 史 か ら 学ぶ こ と が で き る 。現 在 の 我 々 の 基 盤

と な る さ まざ ま な 権 利 や 制 度は 、 先 人 た ち の 小さ な 希 望 が わ ず か

な が ら で も後 の 世 代 に よ っ て実 現 さ れ た 、 そ の蓄 積 で あ る 。 一 方

で そ の 蓄 積を 容 易 に 葬 り 去 るこ と が で き る こ とも 我 々 は 知 っ て い

る 。 こ の 知識 の 蓄 積 、 先 人 の肩 の 上 に 立 つ 姿 勢も ま た 、 リ ベ ラ ル

ア ー ツ の 一つ で あ ろ う 。 我 々は 次 世 代 に こ の 蓄積 を 引 き 継 ぐ 責 務

が あ る し 、そ の 自 覚 こ そ が 社会 の 一 員 と し て の重 要 な 要 素 で は な

い だ ろ う か。 大 き な 歴 史 の 流れ の 中 に 自 身 が 置か れ て い る と い う

感 覚 を 個 々人 が 持 つ こ と は 、短 期 的 か つ 個 人 的な 利 益 の 追 求 を 押

し 留 め 、 より 持 続 的 な 社 会 を目 指 す た め に も 必要 不 可 欠 な も の だ

と 筆 者 は 信ず る も の で あ る 。  
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図 表  

表 １  大 学院 生 ・ 元 院 生 に 対 す る イ ン タ ビ ュ ーの ま と め  
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表 ２  想 定 さ れ る 支 出 と 収 入 源  

 

想 定 さ れ る事 業 支 出  想 定 さ れ る事 業 収 入  

１  会 員 の 名 簿を 作 成 し 、 ホ

ー ム ペ ー ジな ど で 公 表 ・

管 理 す る 事務 局 運 営 費  

１  企 業 ・ 政 党・ 地 方 自 治 体 か

ら の コ ン サル タ ン ト 費 用  

２  ホ ー ム ペ ージ 、 サ ー バ ー

な ど の 維 持費  

2  教 育 支 援 事業  

３  各 事 業 に 参加 し た 会 員 に

支 払 う 報 酬  

３  リ ベ ラ ル アー ツ 講 座 の 講 演

料  

４  各 事 業 に 必要 な 交 通 費 や

文 献 購 入 費  

４  会 員 資 格 維持 費  

５  事 業 報 告 書を 作 成 す る 人

件 費 、 報 告書 を 紙 媒 体 で

公 開 す る ため の 印 刷 費 用  

５  企 業 な ど への ソ ー シ ャ ラ イ

ド 会 員 の 紹介 料  

６  Z o o m や S l a c k な ど を 利 用

す る た め のア カ ウ ン ト 維

持 費  
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