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産学官連携が，我が国の科学技術振興や地域活性化の一翼を担う重要施策と位置づけられて久しい．筆者
は，九州地域の伝統醸造産業である本格焼酎製造現場でさまざまな技術課題に関わってきた．その経験を踏
まえて，産学官連携における技術者視点の重要性について述べてみたい．
大分県の麦焼酎は，1970年代にろ過・精製技術の進歩や減圧蒸留機の普及に加えて，麹原料も大麦を使
用し，麦麹・麦掛け仕込み（麦100％）を特徴として商品化された．その後，1980年代の第1次焼酎ブーム
の追い風に乗り，生産量が飛躍的に伸長したが，製造技術確立の為の研究は緒についたばかりであった．「麦
焼酎に適した大麦の新品種開発」は，1企業の取組みでは不可能なテーマで，農林水産省九州農業試験場（現
農研機構九州沖縄農業研究センター），大分県農業技術センター（現大分県農林水産研究指導センター），大
分県酒造組合などを中心とした産（学）官連携の課題として1994年にスタートした．1998年には，新品種「ニ
シノホシ」が全国で初めて麦焼酎に適した麦として大分県の奨励品種に登録された．その後，2001年に麦
焼酎「西の星」が弊社より発売され，以来，地元で焼酎原料麦として毎年1000トン以上生産されている．
この取組みは，地産地消の先端的成功事例の一つとして高く評価された．
産・学・官は言うまでもなく3者が異なる「場」と「目的」を持っている．大学は「研究ニーズと技術シー
ズを深堀する場で，科学技術進歩への貢献と研究成果の技術移転が目的」である．産業界（企業）は「技術
開発と商品化による市場競争の場であり，事業展開による企業経営が目的」となる．さらに，行政は「制度・
行政による社会支援の場であり，地域振興・産業経済の活性化が目的の一つ」である．異なる「場・目的」
の発想からの連携論議では，表面上の形を整えても技術シーズ移転・技術開発・商品開発・製品化はうまく
つながりにくいと感じている．
その理由は，先の事例でいえば製品化までの過程で，二つのハードルがあり，そのハードル越えは「場・

目的」の連携ではなく，別の捉え方である「機能・人」の連携によって成し得るからである．すなわち，第
1のハードルは，「基礎研究・応用研究を担う科学者・研究者」から「技術開発・実用化を担う技術者」への
連携である．そして，第2のハードルは，「技術開発・実用化を担う技術者」から「成果の普及・製品化を担
う行政・経営者」への連携である．この二つのハードルはベンチャー起業における魔の川，死の谷のハード
ルと同様と捉えても差し支えない．その成否の鍵を握るのは中心となる次のような人材の連携と考えている．
すなわち，①「技術者視点を持った科学者・研究者」から②「経営者視点を持った技術者」へ，さらに，

②「経営者視点を持った技術者」から③「技術開発に理解のある経営者・行政」への連携である．これは，
麦焼酎用の大麦品種の概念が存在しなかった段階で，試験系統の麦を研究開発用に準備していただいた研究
者から，求める品種特性を設定し選別する行政・企業の技術者への連携，さらに，新品種麦の栽培普及と企
業への産業利用の働きかけを担う行政，商品化を弊社経営層が決断したことで実現した連携を考えると理解
しやすい．
ここで，人材について②「経営者視点を持った技術者」，③「技術開発に理解のある経営者・行政」は理

解を得られやすいが，①「技術者視点を持った科学者・研究者」については少し補足説明したい．筆者は以
前，「JABEEと企業」という拙文を本誌に寄稿する機会を得たことがある 1)．その頃から，技術者教育に関
心を抱いていたが，日本技術者教育認定基準にある学習・教育目標の多くは，たとえば「種々の科学・技術・
情報を利用して社会の要求を解決するためのデザイン能力」など，産学官連携を推進する人材に必要な素養
や能力に合致する．その意味で，技術者視点を持った科学者・研究者の存在は重要である．
最後に，麦焼酎の製造技術に関わる30年近い取組みの中で，弊社では7名が博士号を取得し，今年よう
やく技術士（生物工学部門）が1名誕生した．多くが産学官連携の成果であり，ご縁をいただいた大学や公
設研究機関の先生方に深謝申し上げる次第である．
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