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開拓村 の 社会変動 と学校教育

一 北 海道 白 老町 森野 の 事例 一

1， 社 会 変 動 　 秋 田 大 学 　 o 佐 　藤 　 　 守

2， 学 校 教 育 湯 沢 中 学 校 o 土 佃 有 善

　北海道 の 開拓 は ， 古 く開拓使 時代に ま で さか の ぼ る 。 しか し ， こ の 研究 調査の

事例 で あ る 白老町森野 の 開拓は
， せ い ぜ い 明治末期 か ら大正初期 に か け て の

， 日

本 資本主 義が ，
い わ ゆ る 独占段階 に 突入 した 時期 に は じ ま る 。 森野 地 区 （現在の

森野 小中学校通学 区 ）で は
， 明治末期 の鉱 山 の 開発， 第 1次 大戦後 の 不 況に よる

鉱山の 没落，
つ い で 昭和恐慌 期に お い て 内地 農山 村の 次三 男入植 に よ っ て 本格 的

な 開拓が 開始 され て い っ た 。 更に 戦後 ， 樺 太引揚者た ち の入植 が み られ た 。 現在 ，

同地区 に は 昭和初期 の 開拓農民 ， 戦後の 引揚者 を中心 と す る 酪農志向農民 を中核

に して
，

バ ラ イ ト鉱 山， 営林署労 務者 が そ の 周 辺 に 蝟集 して  
・ る 。 否 ， 今 日の 道

央地 区 新産都市指 定 を契機 と して
， 農 民は 土 地 ブ ロ ー カ ー に よ る 農地 の 収奪 に よ

っ て
， 営林署， 鉱 山労務 者へ と 急速に 転落 し つ つ あ る と い っ た 方が 適 切 で あ ろ う。

か くて
，

開拓村 の 社会変動 の 軌跡は
， 日本資本主 義の 描 い て き rc農業政策 を典型

的な形態で 表現す る もの と い え る の で あ る 。 「1． 社 会変動 亅は 大 ル 次 の 時 期

に よ っ て 発表 す る こ と に な る 。

　（D　開拓前史 （明治末期 〜 大正末期 ）・… ・・鉱山 の 開 発と そ の 没落

　（2｝ 内地 農民の 入 植 （昭和前期 ）

　（3） 引揚者 の入 植 （戦後 ）

　（4｝ 所得倍増政 策下 に お け る 開拓農民層の 分解 と住民意識

　明治末期か ら昭 和初期に か け て の 森野地区 に は
， 勿論 正 規の 小 学校は 設置 さ

れ て い なが っ た 。 明治 45 年 か ら 大正 3 年 ま で κ ，
1

，

←
2 の縞志家 に よ る寺 小 屋

の 3R の 撰勦 垳 なわ れ た が ・ kれ は ど こ ま で S−一時 的 な もの で し か なか ・ た ・

同地 区 に ， は じめ て小学校が 開設 され た の は ， 内地 農民の 入植時期で あ る 昭和 8

年 9 月で あ る。 更に 昭 和 25 年 4 月， 中学校が 併 設 され て 今 日に 至 っ て い る 。

「2。 学 校教育 」の 発表 に お い て は 森野小 中学校 の 学校 史の 分析 を し よ うと す る
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もの で は な い
。 最近の 同校， 複式学級経営 に お け る 放送 教育 の 実践 を素材 に して

，

‘
そ の 分析再 検討が な され

， 開 拓村 に お け る 学校教育 の もつ 基本的性格 を析出 し よ

う と する もの で あ る 。
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