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鹿 　島　 開　発 　 と　 学 　校

凹
鹿 島臨 海 工 業地 帯 に お け る教 育調 査 報 告

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東京大学 　　阿久津　一　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 井　上 　英　之

　 茨城 県鹿島臨海 工 業 地 帯の 開発構想 は 196
’
0 年代 日 本 の 全国総合開発計画 （旧金 総）の 最

終段階に お け る大 矧模拠 点開発構 想 と し て具体化 され 、そ の 実 施過程 で 露呈 し た さ ま ぎまの 現

実 的諸 腿 の 検討 は ・
』
70 年代新全 国結合 醗 緬 の 脚 目を 雖 す る うえで 不 可欠 の 課題 と い

．

え よ う。 本 報告 の ね らい は 、 60 年代後半 か ら 70 年 代 に か け て の 地域 開発 計画と し て
’
、鹿 島

地域 に お け る教 育計画 が どの よ うな特徴 と問題 点 を もっ て い る か を胴発 の 現実 の な か か ら明 ら

か に す る・こ と で あ る 。
・

　松 原治郎氏 の 先駆 的 な 指摘 に ょ れ ば 、 60 年 代後率の 地域 胸発政策は 、地域絡差是正、後進

地 域 の 地域性に 即 し た 拠 点胴発 、住 民福祉の 向上 を 目的
’
とす る社会 開発論 を橡傍 し て い る 。 そ

こ で は 5 σ 年 代後半 以 降支配的 で あ っ た 「人 聞能力 の 開発 理論」 は 、

’
もは や 教育計画策定 め基

本原 理 た りえす 、 人劉福祉 を 指 橡と す る教胃社 会 資本 の 充 実 、
コ ミ ュ

ニ テ ィ 形 成 に お け る住民

参加 と祉会 資本 の 重 視が
、 地 域開 発 計画 の

一
環 と し て の 教 育 計画 の 特徴 と され る 。

　本報告 の 着眼 は 、 鹿 島開 発構惣が 、社会朋発 論的発想 の 展開 と帰 結を予見す ろ 重 要な素材 と

な っ て い る と い う点に あ る。教育計爾論 に お い て もその 傾向 は 朋瞭｝こ謁 取 さ れ るの で あ る 。 閲

．題 は 員iに 鹿 島開発 に お け る 教育計画 の 社 会駒 発論的 特質 を浮 きぼ りに す る こ と で は な く、む し

ろ 、す で に le 年 を経 過 し た開発 の 現実 の な か か ら、 社 会 開発論 そ れ じた い の 討究 を す す め る

こ，と で あ ろ う。 そ の 点 で は 、本報告 は 、
’
き わ め て 不 十 分 な 中 間報告 に と ど ま っ て い る が

、 以下

に、主 な 論点 を 指摘 し て
、

』
今 後の 研 究方．向を 示 し て お きた い

。

　 第一に 開発圸域に お け る數 育刮幽 の 主体 の 悶題 で あ る。

　周知 め ご と くぐ礎 島開発 が 新 し い 地 域開 発 と し て 注 目 さ れ た の は 、
’
喪工 両全 と 三 十 万都市計

画構 想 に も
・と つ く土地 利鷽計画に お い て

”
人脚性 の 勝利

”

を班念 とす る社会開発論的発惣 を う

ち だ した こ．とで あ っ た 。 広大 な 工 業地帯を 中心 と じ て 周 辺 部 に 住宅 、 準 工 業地域 、農業地 帯 、

緑釶 帯 を酎置し 、 街路 、 交適、 上 下水道 、 公園 、
レ ク レ ーシ

ョ
ン 施設 、 公害対策施設 、 医療衛

生 施 設な ど、
層
開発 規摸に み あ っ た 「主 毀設備 の 整 備」 が お こ な わ れ る計 画 で あ る 。 教育計磁の

中心 課融は 、 こ の 都市 計画 の 一環 と し て 教育文化施 設 を六幅 に 拡 充整備 す る こ と であ り、 総事

業觀 勲 納 余 を計上 し て 197
・
5 年 ま で 1と珈 膕 51 、 小学 校 35 沖 学 校 18

』
、 畿；学
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it　1 ．1
・ 公民 館 24 ・ そ の 他 の 轍 ≦予定 さ れ て い る・しか し ・緬 σ’墜御 嘩

初

囀
の

新 設 の 段 階か ら用釶 買収 が 蜘行 し 、
全 面的 な 計画 実現 の 見 通 し は 、全 く

・tFっ でい な い 。

・
こ
・
の
．
こ

と は 、 単 に 教臂文化施 設 の み で な く、生活環 境 、 文化 レ ク レ ーシ
ョ

ン 施設の 全般 に 共通 し て お

り、 地域住民 の大 きな不 満 と な っ て い る 。　　　　　　　
「
．
．　 娠 　　ゴ、：

雕 の 繝 ・・ 開 発 の 死 活を辮 る 肋 糶 嚥 闕⇔ 冷 県騨 勲
出先

騨
で あ る 開発

恕 合 が 、三 町 を統 轄 し て 土圸 買収 の
一切の権限 を 掌握 し て い るの に 対 し 、 町側の 土釶 利用 計画

は 裏 づ け を もた ず 、 箏実 上 主体的 な 町 づ く りを推 進 す る こ と が不 可能 で あ ると い う点に あ る 。

六 ・四 方式 に よ る 土地 捉供 も代替地が 補償 されず 、 多 くの 農 民 は 転業 を余儀 な く され 、 農工 両

± は a 一 ト ビ ・ で あ ・ た こ t が 明 らカ・ に な ・ て い る・ま し て
’
や 都市 計卿ま・枇 璽 ラ ン

ρま

ま獅 ヒ下
い …

’
県噸 纏 β1囃 哈 と

’
い う

1
土地 取騰 構 1雌 さ・綿 獅 恥 胆

主 騨 礫 鼕 れ る輯 飆 嫐 ・教詬 鍵 の 予盾 は ・ 社会 醗 瀚 示 す よ う に

病
予
脚

和 的に 鯀決 き れ て は い な い と い う

層
の が 鹿 島の 現 実 で あ ろ う 。

』
教 脊行 政 に 搾吟て は 、住民 参加 の

．

提 隅 に もか か わ らず 、 広域行 政化 が積極 的に推進き れ て い る の で あ る 。 ．、、

　教 育計 画 の 主体 の 問題 は 、単 に 紬織的な問 髄 に と どま らず、よ り深 く 、 教 責 の 現 塲が 開罪に

’

対処略 主 体鵬 颯 努力の 鮴 軈 味 して い る ・ し か し ・ 鰍 髏 伽 彎膿 埋 勲
生

活 に 激 変 を もた らす との 予想 に 対 し て、 こ れ を教脊的問 題 と し f受 けと め 、積極的に 解駅に 寄

与 し ・

’
う と し 働 齷 礁 で ・ … とL・

・ て ・ い ・・ の ・・ め 漉 駅 お け る教 鰍 醜 ∫
’

人
．

間齢 齢
’

・め ざす 騨
・ ・携練 比 ・曙 し ・鮴 ・ ・ り・ 当初 ・・ 施鵡 瑚酬 外

に ほ とん どみ るべ きも の がな い ・ 教 鰓 合 ・ PTA な ど樵 運動の 主鉢燭
べ き鱒 が ・ 麟

問題 に 全 く受動 的対応 し か お こ な い え な か っ た の は な ぜ か
，

開発間趣 を正 面 に す え た 教育実践

が と りくま れ な か っ た の はな ぜ か、
’

とい う底深 い 問懸 へ の 着 目 は 、 こ、ん に ち の 塵島 の 教 章状溌

囃 啝 欠艦 点・ ・ ろ ・・ 騨
… 進学勒 上 ・・と ・ 購 に よ ・ て 幽 ・鹿騨

1こおけ る螯育 の 質 の 変化 を と ら え る こ と は で き な い 。　　　　　　　　　　　　：
．
、

　第 二 の 蘭題 は 、 コ ミ ニ
ニ テ ィ 形成 に 搭け る 学校 の 目標、学校経 営の 課題 で あ る 。

　開発 に よ る 醜接的 な 影 響 の 学 枚 に お け る あ らわ れ 峠、転 出入 の 激増 と釉の職業構成 の 変化で

あ る 。
工 業団地 の 中心 部 の 学 校 で は 、 地 つ きの 子 ど もに 対 し て

、 転 入児童 の 構球域が 50 ％か

ち7b ％に も及ん で い る・ 数 百名齦 σ）学校 で 、 65 〜 67 年 の 時tw・ec年 r・m 　 00 名前後弊
入飃 し・ 例 もみ られ

「
る ・ 転 入懸 の 出身地 ・・北縫 夕 張 ・ 鯨 謬 r蘇 綿 北酬

な

』
ど s 全 国各地 に ひ ろ渉っ て お り、

・と りわ け コ ン ビ ナ
ー

ト地 域 が 多 い 。 地 っ きの 子 ど も と企業団

地 の 推 もは 識 の 糠 粧 活醗 く黷 で あ ・ の 碗 らず ・
一雫

地脚 と緬 ζσ1苅 的な

羅 と鞭 … きり と 示 ・・勃 差 も著 ・ ・… の ・ う嫐 麹 紬 6 ・・物 ヂ
・囲 な

ぐr調和 と融和」 を鈴一目標にか か げ 、 流動性 の な か に 学校文化 とし て の ユ ニ テ ィ を う
’
みだ す

a と 瀦 ・ ・ さ れ て ・ る　・
’

・ ・ で ・題 ・・ さ れ ね ば な らなゆ は ・齢 こ よ
？咋騨 鱒
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民 の 生活 の 諦問題 や 教 育要求に 対 処す る中心課題 とし て うちだ され た
”

融和
”

と し
’
・ う教 育 腐標

は 真 に 側 を解決ず る の か と い う点で あ る。

近年 、雛 委飃 ほ・徽 礁 践 と緲 つ ・
’

蠍 圃 酬
を 鯉 好 P る違 か で も生 徒鱒

の 領 域 で は 、三 町 の 連絡 会議や 県 の 研 修講座 な どが 強化 され 、 融 和 の 數脊 目標 を も っ と も具 体

的 に 体 現す る 活動 と な っ て い る 。 との 動向 は 直接的に は 非行 対策 を中 心 と し て お り、警察 との

連 携 の もとで の 地 域的な 生活指 導体 制 の 確立 が 志 向さ れ て い る の で あ る。開 発 下 の 教 育が 産業

韆 嬾 を 中砿 騨 され ・・）で は な く淳 畔 捌 碑枢 難 囀 岬
題 齲 隙 出 て い

ると こ ろ に 、開発 と教育 を め ぐ る 新 た な 段 階 を 看取 で き よ う。そ こ で は 科学技術 の 発 展 と地域

醗 の もた らす 明 か る い 棘 よ りも、、、子 ど もの 蝿 や讎 麒 ・ 生瀧 暁 め ぐ・る 危機が 深刻に

認識 され は じ め て い る
。

し か し、生徒指導 は あ く ま で 開 発 の 結果壱と順応 す るため の 対策的治療

的方法 とし て
・
と ら え ら れ 、 開発が何 を もた ら し た か の 科学 的認識 の 追求は 必ず し も正 面 に す え

られ て い な い 。
．1　 　 　 ・・唱

以 上 の 贓 点 蠏 明 す ・ う・ で 謙 三 に ・わ

や
れ は 住 騨 動 の 騨 噬 底 と し て 鶲 の 本

質 を再梼 築 せ ね は な らな い で あ ろ う。 農 工 両全 の 破端 の な か で ζ新全総 に 対 す る 各 地 の 住民 の

抵抗 と 呼応 し 、 農民 は み ずか らの 生 きる道 を模 索 し 、 公害反 対住民 運動の 努 力 は 開 発過程で 無

視 さ れ て きた住 民 自治 の 復権 を主張 し つ つ あ る 。 学校 に お け る 進 弊指導 、生活指導や 、 地 域社

会 に お け る学校の 役割 もまた 、 そ の な か で 方向づ け られ ね ば な らな い こ と は 明 らか で あ る 。
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