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イ ン ド ネ シ ア の 初 等教 育
一 ジ ャ ワ 農 村 の 事例 か ら

一

黒 柳 晴 夫 （富山 大 学執育学 部）

1 　 研 究 の 目 的

　 本 研 究 は、　1980年 代 後 半 の ジ ャ ワ 農 村 に お け る 初 等

教 育 が、 イ ン ド ネ シ ア 政 府 の 教 育 施 策 の な か で 社 会 的

・
経 済 的 発 展 を 進 め る た め に ど の よ う に 整 備 ・拡 充 さ

れ て き た の か 、　そ し て ま た と の よ う な 教 育 的、社 会 的

・経 済 的 問 題 に 直 面 し て き た の か を ヨ グ ヤ カ ル タ 特 別

区 内 の 事 例 を 通 し て 明 ら か に し よ う と す る も の で あ る。

2 　 研 究 の 背 景一教 育 と 開 発 一

　 一
股 的 に、教 育 は 国 や 地 域 の 社 会 的 ・経 済 的 開 発 に

貢 献 す る と信 じ ら れ て き た 。 こ の 考 え 方 は 二 つ の 理 論

的 方 向 付 け、　い わ ゆ る 人 的 資 本 理 諭 （h腺 an　 capital

theery ） と 近 代 化 理 諭 （modernitation 　 theery ） に よ

っ て 強 化 さ れ て き たe

　 人 的 資 本 理 論 は 、教 育 さ れ た 人 間 が 、も ち ろ ん そ れ

だ け で 充 分 と い う わ け で は な い け れ ど も、社 会 的 ・経

済 的 開 発 に と っ て 必 要 な 条 件 で あ る と す る も の で あ る。

周 知 の よ う に 、 こ の 理 諭 的 立 場 を代 表 す る 研 究 者 の
一

人 は ア メ リ カ の 経 済 学 者 シ ュ ル ツ ｛Schuit恥 丁．監 ｝で

あ る。　そ の 主 張 す る と こ ろ は、　よ り 高 度 な 技 術 と よ く

教 育 さ れ た 労 働 力 が よ り 高 い 生 産 性 を も た らす と い う

視 点 か ら、社 会 的 ・経 済 的 開 発 を 進 め る た め に は 二 つ

の 要 件、 す な わ ち 〔i ｝技 痢 の 改 善 と 効 率 性 と 〔2 ）技 術

の 導 入 に お け る 人 的 資 源 の 利 用、 が 必 要 で あ る と い う

も の で あ る 。

　 も う
一

方 の 近 代 化 理 論 は、 学 校 が、知 諏 や 技 能 を 伝

え る 役 割 に 加 え て、　よ り 高 い 生 産 性 と 仕．事 の 効 率 性 を

あ げ る た め に 必 要 な 近 代 的 な 価 篋 と 僭 念 と 行 動 を 植 え

付 け る 社 会 化 機 関 と して の 役 割 も 果 た し て い る と 主 張

す る も の で あ る 。こ の 理 論 は 、 発 展 途 上 国 の 進 歩 が 遅

い の は 、人 び と の 間 に 続 み 書 き 算 術 の 基 本 的 な 能 力 と

近 代 的 な 技 術 や 知 識 が 不 足 し、　ま た 含 理 性、創 造 性、

達 成 動 機、近 代 的 態 度 の よ う な 望 ま し い 特 性 と 価 値 が

不 足 し て い る こ と が 第 一
の 原 因 だ と し て い る。

　 こ の よ う な 人 的 資 本 理 論 と 近 代 化 理 諭 は、発 展 が 遅

れ る 主 要 な 原 因 は 個 々 人 の 質 的 要 因 に あ る の で あ っ て

階 級 や 身 分 に 基 づ く 社 会 の よ う な 社 会 構 造 的 要 因 に あ

る の で は な い と し て い る e と は い え、 現 実 に は 社 会 の

駈 し い 構 造 的、制 度 的 要 因 や そ の 影 響 に よ っ て、軾 学

年 齢 層 の 子 と も た ち が 教 育 を 殳 け る 機 会 を 妨 げ ら れ て

い る 例 は 多 い 。 し か し 他 方 で、発 展 し た 国 ぐ に の 大 部

分 が 示 し て い る よ う に、社 会 の 構 造 的 、制 度 的 悶 題 の

改 革 に よ っ て 、人 び と の 読 み 書 き 算 術 能 力 、意 識、近

代性、問 題 解 決 力 の 向 上 な ど が も た ら さ れ て き た こ と

も 否 め な い 事 実 で あ る。

　 と こ ろ で 初 等 教 育 に は 三 つ の 基 本 的 な 目 的 が あ る。

第
一

の 目 的 は、家 庭、地 域 社 会 あ る い は 仕 事 で 遭 遇 し

た 諸 悶 題 を解 決 で き る 読 み 書 き 算 徳 等 の 基 礎 的 能 力 を

持 う た 人 ぴ と を 育 て る こ と で あ る。第 二 の 目 的 は 、そ

の 上 に 中 等 お よ び 高 等 教 育 を 構 築 し う る よ う な 韮 礎 教

育 と し て の 役 割 を 果 た す こ と で あ る。 そ し て 第 三 の 目

的 は、　と りわ け 発 展 途 上 国 や 新 生 独 立 国 で 強 劇 さ れ て

き た こ と だ が、国 家 と し て の 統
一

性 を 強 化 す る た め に

子 と も た ちの 間 に 国 民 的 ・文 化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ を

育 て る こ と で あ る“t

完 全 な 初 等 教 育 は、貧 困 を 軽 渡 し、社 会 的 ・経 済 的 開

発 を押 し 進 め る た め に 有 益 で あ り、第 二 次 世 界 大 戦 以

来、新 生 独 立 国 や 発 展 途 上 国 で は、国 の 経 済 発 展 に 彫

響 を お よ ほ す 教 育 に 関 心 を 持 ち、特 に 初 等 教 育 を 中 心

に 制 度 の 拡 充 に 最 優 先 で 取 り紹 ん で き た 。

　 し か し、多 く の 発 展 途 上 国 で は 初 等 教 育 の 体 系 が、

依 然 と し て そ の 目的 を 充 分 に 達 戚 す る こ と が で き な い

で い る 。 た と え ば、　ロ ッ ク ヘ ー ド｛Leckheed ，凶，　 E．｝

と ヴ ェ ル ス ブ ール CVerspeor ，　 A ．　 M ．） に よ る 全 世 界 の

初 等 教 育 に つ い て の 比 較 研 究 に よ れ ば （ltpreFin8 　 Pri

」 ar7 　Edvcation 　in　Devej σρing　Ceuntrfes ，　Oltord　U．

P．1991〕、1985年 に は 99力 国 の 発 展 途 上 国 の う ち の 43

力 国 ｛発 展 途 上 国 の 43．4％ ）で 小 学 校 の 就 字 率 が 95％ 以

下 〔20 〜S5％ ｝を 示 し て い た 。

3 　 イ ン ド ネ シ ア の 教育 体 系 の 目 的 と 目 標

　 「 1945年 イ ン ド ネ シ ア 共 和 国 憲 法 」 ｛Undeng −linds ”l

　 Dasar 　 1945 ）は そ の 前 文 に お い て、国 家 の 目的 と して

　「…全 て の イ ン ド ネ シ ア 国 民 と 国 土 を 守 る イ ン ドネ シ

ァ 政 府 を 樹 立 す る た め に、公 共 の 播 祉 を 増 進 し 国 民 の

生 活 水 準 を 高 め る た め に、そ して 恒 久 平 和 と 自 由 と社

会 的 公 正 さ に 基 づ く世 界 秩 序 の 建 設 に 参 be す る た め に

．・・
」 と述 ぺ て い る。こ の 目 的 を 実 現 し て い く た め に は、
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前 で 述 ぺ た よ う に 教 育 体 系 を 整 え て 国 民 の 間 に 教 膏 の

機 会 を 拡 充 し て い く こ と が 必 要 で あ る。そ の た め に 、

同 意 法 第 31条 に お い て 「 第 　1項 　 全 て の 国 民 は 教 育 を

受 け る 権 利 を 看 す る。第 2項 政 府 は 法 律 に 基 づ い て

燈 制 さ れ る 屋 民 教 育 体 系 の 確 立 と そ の 実 瓱 に 努 め る、」

と 規 定 し て い る の で あ る ．そ し て 正 式 に イ ン ドネ シ ア

共 髢 国 が 成 立 し た 1950 年 に、憲 法 の 理 念 を 受 け て 「教

育 法 」 〔Urldang −undang 　Hoeor　4　Tahen　 1950 　 tentang

Dasar−dasar 　 Pendidikan ＞が 舗 定 さ れ た e

　 ス ハ ル ト 大 統 領 の 下 で の い わ ゆ る 新 秩 摩 体 制 が 発 足

し て 以 来、 こ の よ う な 目 的 に 応 え、国 家 建 設 を 控 遵 す

る た め に 、　「 国 策 大 綱 」 （Garis−geris 　 Besar　 na ユua コ

Hegara 〕と 「 5 力 年 開 発 計 画 1 ｛Re口 cane 　 Pembangunan

Lima 　 Tahvn ： REPELITA ｝V 制 度 化 さ れ、．5 年 毎 に 実 施 さ

れ て き た。　「国 民 協 議 会 j 〔Hajelis　 Pevaesコayaratan

gakyat ； HPR ）に よ っ て 策 定 さ れ た 19？3年 と 78年 の 国 策

大 綱 で は、国 民 教 育 は 「 パ ン チ ャ シ ラ j （Pancasila ｝、

す な わ ち 5 つ の 原 則 か ら な る イ ン ド ネ シ ア 建 国 の 国 家

哲 理 （｛1｝全 能 の 神 へ の 信 仰、（2；公 正 に U て 教 養 あ る

人 道 主 義、　13）イ ン F ネ シ ア の 統
一、　14）台 議 と 代 表 制

に お け る 英 知 に よ っ て 導 か れ た 民 主 主 義、 〔5） 全 イ ン

ド ネ シ ア 国 民 に 対 す る 社 会 正 義、 の 5 原 則 ） に 基 づ い

て 行 わ れ る べ き．も の で あ り、学 校 の 内 外 の い ず れ に お

い て も バ ン チ ャ シ ラ の 理 念 に 従 っ た 人 間 〔Pancasila 三

s の と し て の 人 格 と 能 力 を 育 て る よ う に 目 指 す べ き で

あ る と 述 ぺ て い る 。 そ れ に 続 く 1983 年 の 国 策 大 綱 て は、

さ ら に 内 容 を 拡 大 し て．（1｝ 唯 一全 能 の 神 へ の 信 仰 を

深 め る こ と、 （2｝ 虹 的 能 力 と 技 術 を 発 展 さ せ る こ と、

｛3）良 い 行 為 を 助 長 す る こ と、｛⇔ 国 民 績 坤 と 国 へ の 愛

情 を 高 め る こ と、　そ し て 15｝ 警 家 の 発 展 に 貢 献 す る よ

う な 開 発 に 目 覚 め た 人 ぴ と の 数 を 増 や して い く こ と を

目 的 と し て い る。

4 　 イ ン ド ネ シ ア の 学 校 体 系 と 小 学 校

　 イ ン ド ネ シ ア の 教 育 体 系 は、幼 稚 園 〔Ta風 an　 Kanak−

kanak ； TK ） 3 年 制、小 学 校 （Sekolah　 Dasar 二 SD ）

6 隼 劉 、中 学 校 （SekQlah 　 Henengah 　 Tingkat　 Atasl 　 s

拷TP ） 3 輩 勘、　高 等 学 校 （Sekcl 己h　 Henengah 　 TSngkat

AtaSI 　 SMTP ） 3 年 割、 そ し て 大 学 （Vnivers ⊥tet ） 4

E 瀬 の 構 成 と な っ て い る 、　も ち ろ ん そ れ ぞ れ の 葭 階 の

字 校 は、孤 立 し て い る の で は な く ．学 校 体 系 の 全 体 構

造 の 中 で 相 互 に 関 連 づ け れ て い る こ と は い う ま で も な

い 。

　 1989 　9E改 正 の イ ン ド ネ シ ア 共 和 匿 教 育 法 は 、 も ち ろ

ん 理 行 の 教 育 の 目 的 と 教 育 体 系 を 上 述 し た 共 和 留 憲 法

と 国 策 大 網 の 糟 神 に 一
致 し た も の と し て 実 施 す る よ う

に 定 め て い る。そ し て 、国 民 に 教 育 を 受 け る 権 利 を 謬

め る と と も に 胡 等 教 育 の 就 学 を 義 務 づ け る た め に．同

法 第 ］4条 で 、　S 歳 の 子 ど も は す べ て 基 礎 教 育 を 受 け る

権 莉 を も ち、7k の 子 と も は す べ て 基 礎 鞍 育 あ る い は

そ れ と 同 等 の 教 育 を 受 け か つ 修 了 す る 義 務 を 負 う こ と

を 定 め て い る 。　し か し イ ン ドネ シ ア 政 府 は、　1990 年 ま

で に 小 学 校 の 就 学 率 が 90 ％ を 上 回 る 実 績 を 達 成 し た の

を 受 け、　第 6 次 5 カ E 開 発 計 画 （［994／95〜i99S！991

の 下 で 中 孚 摸 の 教 育 課 程 を 小 学 校 の 教 育 課 程 と と も に

基 礎 教 育 （Pendidikan 恥 sar ） と し て 再 編 し．　9 力 年

の 義 務 教 育 を 実 施 す る こ と に し た、そ れ は、1996 年 7

月 か ら の 年 度 か ら 順 次 実 施 に 移 さ れ、今 蟹 第 8 凍 5 力

年 開 発 計 函 （2004fO5 ・．20e8／09 〕 の 終 了 時 ま で に 完 全

実 施 さ れ る 予 定 に な っ て い る。

　 教 育 行 政 組 織 は、中 央 の の 教 育 文 化 省 の 下 に 同 省 の

地 方 教 育 行 政 組 鐵 と し て 州 教 有 事 務 所 と 県 教 育 事 務 所

が 置 ウ れ て い る ． そ し て こ れ ら の 敦 育 行 政 組 織 を 通 じ

て 招 内 の 中 学 校、高 等 学 校 お よ び 幼 稚 園 を 管 穩 し て い

る。旭 方 小 学 校 は、教 育 文 化 省 の 管 理 を 受 け て い る け

れ ど も、弩 敵 的 に は 内 務 省 の 所 管 と さ む て い る た め、

州 庁 の 教 育 文 化 局 と そ の 県 支 所 お よ び 郡 支 藪 の 管 轄 下

に 置 か れ て い る。

5　 謂 査 対 負 地

　 19S9〜90、91、95年 に イ ン ド ネ シ ア の 中 M ジ ャ ワ の

南 億 に 位 置 す る ヨ グ ヤ カ ル タ 特 別 区 内 の パ ン ト ゥ ル 県

サ ン デ ン 郡 ム ル テ ィ ガ デ イ ン 桝 に 滞 在 し て 行 っ た 現 地

調 査 で 得 た 資 料 に 基 づ い て い る。特 に 、事 冽 で は 同 村

喧 の ピ リ ン tl・学 校 を 取 り 上 げ る ，
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