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 開 発 学 は 第 ⼆ 次 世 界 ⼤ 戦 後 、い わ ゆ る「 低 開 発 地 域 」の 経 済 成 ⻑ を 主 眼 と し な が ら ⽣
ま れ た が 、 今 や 社 会 、 ⽂ 化 や 環 境 等 の 多 様 な 議 題 や ア ク タ ー を 包 含 す る 学 際 的 分 野 へ
と 展 開 し て き た 。近 年 、⾮ 欧 ⽶ 社 会 に よ る 知 識 ⽣ 産 の 脱 中 ⼼ 化 の 機 運 が ⾼ ま り 、⽇ 本 も
開 発 学 の 再 構 築 の ⼀ 翼 を 担 っ て い る 。 し か し 、 ⽇ 本 の 開 発 学 を め ぐ る 知 識 ⽣ 産 の 国 内
の 実 態 に 関 す る 議 論 は 未 だ ⼗ 分 と は ⾔ い 難 い 。  
 
 本 報 告 は 、 欧 ⽶ へ の 学 術 的 依 存 が 指 摘 さ れ る ⼀ ⽅ で 、 開 発 協 ⼒ 史 の 再 検 討 や 開 発 学
の 再 構 築 が 試 み ら れ て い る ⽇ 本 の 開 発 学 に 焦 点 を 当 て る 。 具 体 的 に は 、 ⽇ 本 の 国 際 開
発 関 連 の 学 術 誌 に 重 点 を 当 て 、 そ れ ぞ れ の 時 代 に お い て 、 代 表 的 な 学 術 誌 が ど の よ う
に 創 刊 さ れ 、ど の よ う な 特 徴 が あ る か を 分 析 す る 。こ の 分 析 を ⼿ 掛 か り に 、⽇ 本 に お け
る 脱 中 ⼼ の 現 状 と 課 題 を 明 ら か に す る 。  
 
 分 析 の 結 果 、 ⽇ 本 の 学 術 誌 の 性 格 は 時 と と も に 変 化 し て き た 。 ⽇ 本 の 開 発 学 は そ の
起 源 か ら 英 語 圏 の 知 識 体 系 と 密 接 に 関 わ っ て き た が 、こ の 関 係 性 は 単 な る「 依 存 」で は
な く 、抵 抗 や 触 発 に も な り う る こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。し か し 、脱 中 ⼼ 化 の 課 題 を 欧 ⽶ と の
関 係 性 の み に 帰 結 さ せ る こ と は 、 ⽇ 本 国 内 の 教 育 ・ 研究体制の 構造的問題 を看過す る
こ と につな が る恐れ が あ る 。 ⽇ 本 に お い て も 、1990年 代以前は 中 ⼼ 的⼈物や 特定分 野
の 研究者たちに よ るネットワー ク が形成 さ れ て い た が 、 現在の 開 発 学 界 で は 特定の 機
関 や⼈物に「 中 ⼼ 」と呼びう るほど の権威や 知 的基盤が集中 し て い る わ け で は な い 。む
しろ、 関 連 学 術 誌 は 論客減少の な か で質管理のジレンマを抱えて い る 。 こ う し たジレ
ンマも あ る も の の 、 ⽇ 本 の 開 発 学 に お け る政府と の距離感や収束⼒ の弱さ は 、 特定の
⼈物や 分 野 に よ る 知 識 ⽣ 産 の独占を防ぐ強み で も あ る 。  
 
 本 報 告 の 分 析 を深め る た め に は 学 術 刊⾏物の継続的 な調査が不可⽋で あ る が 、 こ こ
で得ら れ た 知⾒が他の アジア の 開 発 学作り の 後 発 国 が直⾯す る 脱 中 ⼼ 化 の 議 論 に寄与
し 、 さ ら に はグローバルな 学 術コミュニティに お け る新た な 協働の 可 能 性 を探る端緒
と な る こ と を望む。  
 

 


