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職業高校生の ｢新農村建設｣ に関する意識について

―中国湖南省の事例を中心にして―
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最近, 中国において ｢新農村建設｣ が大きな話題となっている｡ ｢新農村建設｣ では, ｢農業

生産を発展させ, 農民の生活にゆとりをもたせ, 農村の気風を文明的にし, 農村の様子を整え,

農民の自治管理を民主化する｡｣�)という具体的な目標を掲げている｡ ｢新農村建設｣ の目標は農
民を豊かにすることである｡ 具体的には, 教育や衛生などの面の公共施設を整え, 農民の生活

の質, 文化的素養, 道徳と教養, 科学技術の知識などを高めることである｡ その上で, 農村と都

市, 東部と西部, 人と自然の調和を実現させ, 新しい調和のとれた社会を建設するとしている｡

中国は, ｢新農村建設｣ を成功させるためには, 中等職業教育がその重要な役割を担うとし,

中等職業教育を通じた ｢新型農民｣ の育成に力を注いできた｡ ����年��月��日の中国共産党第��期中央委員会第５回会議において, 今後５年の, 中国の経済・社会発展の目標や行動綱領を
明確にした 『中共中央の国民経済と社会発展の第��次５カ年計画(����～����年)の制定に関す
る建議』 が採択された｡ この会議では, 現段階の農村では農民の素養が極端に低く, このこと

が ｢新農村建設｣ を素早く実現させる上で障害になることが指摘され, 農村の中等職業学校に

おいて, ｢文化的素養をもち, 技術をもち, 経営ができる｡｣ という ｢新型農民｣ を養成し, 新

しい農村を建設することが提唱された｡

中国では, 初等から高等に至るまでの職業教育体系が確立されたが, 実質的には, 長期にわ
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－��－１)中国共産党第��期中央委員会第５回会議 『中共中央の国民経済と社会発展の第��次５カ年計画の制定に関す
る建議』, ����年��月による｡
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たり, その中心的な役割を担ってきたのは後期中等職業教育機関である｡ 後期中等職業教育機

関は, 農業・工業・商業および文化・生活サービス部門の専門技術をもつ人材, 働き手を養成

し, 中等専門学校, 技工学校と職業高校の３つのタイプがある｡

中等専門学校, 技工学校は��年代初期に旧ソ連のモデルに基づき, 作られた学校である｡ 一
方, 職業高校は主に��年代初期における中等教育構造改革の際に, その多くが普通高校から改
組されたものである｡ 学校の設置・運営において, 中等専門学校は関係官庁に, 技工学校は主

に大手の国営企業に, そして職業高校は教育行政部門に所管されるものが多い｡ 中等専門学校

は第二次, 第三次産業に, 技工学校は主に第二次産業に関わるが, 職業高校は第一次から第三

次産業にまで幅広く及んでいる｡ 職業高校には, 農業科, 工業科, 機械科, 商業科, 家政科,

通信情報科などの学科があり, 普通複数の学科から構成されている｡ 農業科には, 農業生産,

農業経済, 農業機械, 養殖, 園芸などの専攻がある｡ 中等専門学校と技工学校が都市部に集中

するのに対して, 職業高校は農村地域に多く存在している｡

本研究の最終的な目的は, 農村地域の職業高校が ｢新農村建設｣ の実現に必要とされている

｢新型農民｣ の育成にその役割を果たしているかどうかを明らかにすることである｡ もし役割

を期待どおりに果たしていないのであれば, その原因を究明し, 政策実現のための改善策を提

示することである｡ 本論文はその研究の一部をなすもので, 経済レベルの異なる中国湖南省２)

の５つの農村地域の職業高校３)を取りあげ, ３年生を対象にアンケート調査を行って入学動機

や卒業後の就職希望先などを明らかにし, 彼らの ｢新農村建設｣ に対する意識をさぐってみよ

うというものである｡

本論文は次のような構成になっている｡ 第１章では, ｢新農村建設｣ 政策が提起されるまで

の流れと政策の下で行われてきた中等職業教育改革を述べる｡ 第２章では, 調査対象とする５

つの農村地域の地理的位置, 産業構造, 中等職業教育の現況などを確認する｡ 第３章では, ア

ンケート調査の結果を用いて ｢新農村建設｣ における職業高校生の意識, すなわち生徒が ｢新

農村建設｣ に意欲があるかどうかを分析し, 第４章では, それまでの整理, 分析を踏まえて,

結論を導く｡ そして最後に, 今後の課題を記す｡� ����������������� ������������������年代末から��年代中ごろまでの農村改革は, ��年間にわたる文化大革命 (����年～����年)
によって社会的・経済的に停滞していた農村を再び活性化させた｡ とくに����年から施行され
た生産責任制の導入によって, 従来の農産物の輸入依存が解決しただけでなく, 農民の生産積

職業高校生の ｢新農村建設｣ に関する意識について

－��－
２)湖南省は農業大省であり, 内陸中部経済地区に属している｡ 農村人口は総人口の��� (����年実績) を占めて
いて農村労働力資源が豊富である｡ ��年代初めの ｢西部大開発｣ プロジェクト開始以来, 国の経済改革方向
｢沿岸から内陸へ｣ という大きな流れの中で, 湖南省は沿岸部と内陸 (西部) を連結する中間部に位置し, そ
の役割はますま重要になってきている｡

３)いずれの学校も��年代初めの中等教育構造改革の際に普通高校から改組されたものであり, 職業教育を実施
する後期中等教育機関として地域内において最も歴史が長く, しかもいずれの学校も国から評価を受けた国
家級重点職業高校である｡



極性, 労働生産力が高まり, 農民の生活状況が改善された｡ その時期に出現していた ｢万元

戸｣４)は一時的に農民の追求目的にもなり, 農村と都市との経済格差は縮まった｡ しかし, ��
年代後半になって改革開放が都市経済 (とくに東の沿岸部都市) に向けられると, 農民の生産

積極性は再び低下した｡��年代に入り, ｢郷鎮企業｣５)の発展によって農村経済は一時的には改善をみせたが, しかし,
中国社会の科学技術の進歩・経済の発展に伴って, 相対的に ｢郷鎮企業｣ は厳しい状況に追い

込まれ, 新技術の投入, 生産コストの削減などの問題を解決しなければならなくなった｡ それ

までの労働集約型経営は維持することができなくなり, 農民の現地吸収は限界をみせていった｡

また, 農産物価格の低迷が農民の農業生産積極性に大きな影響を与え, 農業離れの現象はいっ

そう厳しくなった｡ こうして, 今日 ｢三農問題｣ と呼ばれている農村経済の停滞, 農業離れ,

農民の収入低迷などの問題が発生した｡��世紀に入って, ｢三農問題｣ は社会的問題として大きく取り上げられるようになった｡ た
とえば, ����年��月８日～��日の中国共産党第��回全国代表大会において, 中国人の衣食の問
題はすでに解決し, 人民の生活が全体として小康 (いくらかゆとりのある) 水準に達したこと

を踏まえ, さらに進んで ｢小康社会の全面的な建設｣ 構想を打ち出した｡ これは, ｢����年ま
でに, 総力を結集して, ��数億人がその恩恵を享受できるさらに高い水準の小康社会を建設し,
経済をさらに発展させ, 人民の自治をさらに整備し, 科学教育をさらに進歩させ, 文化をさら

に繁栄させ, 社会をさらに調和させ, 人民の生活をさらに豊かにする｡ その後引き続いて数��
年間の奮闘を続け, ��世紀中頃までに現代
化を達成し, 中国を富強・民主・文明的な

社会主義現代化国家にする｡｣ という構想

である｡

また, ����年９月��日～��日の中国共産
党第��期４中全会では, 胡錦涛政権が, 和
諧 (わかい) 社会という新しいスローガン

を打ち出した｡ ｢和諧｣ とは ｢調和がとれ

ている｡｣ という意味である｡ 和諧社会は,

都市と農村の発展の調和, 地域の発展の調

和, 経済と社会の発展の調和, 人と自然の

調和ある発展, 国内発展と対外開放の調和

を目的とする (写真１)｡ この和諧社会を
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４) ｢万元戸｣ とは, ����年から施行された生産責任制の導入・農村富裕化政策により, 一戸あたりの年収が一
万元を超えた農家のこと｡ ｢万元戸｣ は当時の農民にとって, あこがれの的だった (陸文夫 『消えた万元戸』,
日本アジア文学協会�めこん, ����年による)｡

５)中国の郷 (日本の村に相当) や鎮 (日本の町に相当) に設立された中小企業｡ 郷鎮企業法 (����) によると,
旧人民公社時代に ｢社隊企業｣ と呼ばれていた付属機関を衣替えしたものであり, 農村の集団経済組織, お
よび農民個人が主として投資して郷や鎮が起こした農村支援義務を負う企業をいう｡ 農業・工業・商業・建
設業・交通運輸業・飲食業など多業種にわたっており, 改革開放政策以降, 市場経済化促進の中心として,
急速な発展を遂げた｡ ����年には, 中国の農村社会生産額の３分の２近く, 国内総生産 (���) 総額の３分
の１近く, 工業生産額の半分近くを占めるまでに発展した (甲南大学ホームページの現代中国経済�改革開放
始動 (����～����年) 青木浩治・藤川清史による)｡ ����������������������������������������������������

��� �������������������������������
協力して科学を発展させ, 共に豊かになるために和諧
農村を建設しようと書かれている｡ 農村にはこのような
スローガンがよく見られる｡



めざすことによって, 小康社会が建設され, 中国はより安定的に発展を続けることができる｡����年��月��日～��日の第��期全国人民代表大会 (全人代) 常務委員会第��回会議においては,
『中華人民共和国農業税条例の廃止に関する決定』 が採択された｡ 建国以来��年以上施行され
てきた農業税条例が廃止され, 中国農民に課せられてきた税に終止符が打たれた｡ ����年の全
面的な農業税廃止以降, 農民の負担は大幅に減っていると予測されている｡ 農業税廃止前の����年と比較すると, 毎年, 全国の農民の農業税減免総額は����億元 (およそ１元＝��円) を超
え, 農民１人あたりにすると���元になる６)｡

中国では社会資本の整備などを通じて, ８億人ともいわれる人口が住む新しい農村を築く

｢新農村建設｣ 計画がスタートし, 支援政策が相次いで打ち出されている｡ ����年２月��日に
は, 中国共産党が毎年の最優先課題として年初に通達する ｢中央１号文件 (文書)｣ で ｢新農

村建設｣ を正式に取りあげ, 農業問題を重視する姿勢を明確にした｡�����������
前述のように, 中国政府は ｢三農問題｣ の解決に向けて本格的に ｢新農村建設｣ を推進して

いる｡ その目標を達成するには, 今の段階で最も重要な仕事は農民の素養水準を高めることで

ある｡ 農業部農村経済研究センター７)が公表したデータによると, 農民の教育を受ける年限が

わずか���年 (����年の実績) であって, 全国の文盲・半文盲のうち��％以上が農村に集中し
ている｡ また, 農村労働力の中で小学校以下程度の学歴しかもたないものが��％, 中学校程度
のものが��％, 高校および中専８)程度のものが��％, 短期大学以上のものがわずか���％であっ
た｡ このように農村に残っているものと農業に従事しているものは, その多数が文化的・技術

的素養が低く, ｢新農村建設｣ を軌道に乗せていくには不適切であり, いかに農民の素養水準

を高めるかが農村職業教育の大きな課題とされた｡

そのために, 国務院は����年に 『職業教育の発展に関する決定』 を公布し, 職業教育の任務
を明確にした｡ 職業教育は ｢新農村建設｣ を実現させ, 労働者の素養, とくに職業能力を高め

るために奉仕しなければならないとし, 具体的には, 技能型人材の育成, 農村実用技術の培養

と訓練, 農村余剰労働力の労働移動 (出稼ぎ) 訓練, 成人の継続教育と再就業訓練の４つの教

育項目を掲げている｡ また, 教育部 (日本の文部科学省に相当) は同年, 国の ｢新農村建設｣

政策を推し進めるために, 全国の下部教育管理機関に 『中国の教育の改革と発展に関する構想

と措置』 と題する通達を行った｡ その通達は, 職業教育においては農村地域の経済建設と社会

発展に貢献できるような人材育成計画をつくること, 政府機関の責任において職業教育を発展

させること, 職業教育が ｢新農村建設｣ に力を発揮できるような監督体制をつくること, など

を骨子としている｡ これまでに行われた職業教育発展のための具体的な措置を以下に４つ挙げ

てみる｡

１) 職業学校への入学機会の増加｡ ����年から����年まで連続３年で毎年���万人の新入生
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－��－６)農林水産省国際政策課ホームページの ｢海外農業情報｣ を参照した｡��������������������������������������������������������
７)農業部農村経済研究センター �������������������
８)中等専業学校の略｡ この学校を卒業すると, 農民は農業戸籍から非農業戸籍へ移ることができる｡



を募集した｡

２) 基盤整備｡ 国務院は, ����年の 『職業教育の発展に関する決定』 の公布に合わせ,“第��次５カ年計画”(����～����年) の間に職業教育に���億元を投入し, ４つの教育項目 (上述)
の実施と“四大計画”の実施という２つの側面から職業教育の基盤整備に力を入れた｡ “四大

計画”とは, ①職業教育の実習・訓練基地�����個の建設計画, ②県レベル職業教育センター�����個の建設計画, ③モデル職業教育学校 (高水準の技能型人材を育成する�����校の中等職業
学校と���校の高等職業大学) の建設計画, ④職業学校の教員の質を高める計画, である｡ ④
の教員養成では, ����年までに���個の教員訓練基地を建設した｡ 教育財政投資データによる
と, ����年から����年までの４年間で, 中央政府は��億元を農村職業学校の基礎能力の建設に
投入した｡

３) 職業教育の経営方式の改革｡ 主に次の４つの改革を推進した｡ ①各職業学校の自主性を

高める, ②生徒の実践的能力と職業技能の養成を強化する, ③生活困難な家庭の生徒に職業教

育を受ける機会を与え, 企業には多くの即戦力ある生徒を受け入れさせる, ④東部と西部, 都

市と農村の職業学校の連携を遂行させる｡

４) 貧困な職業高校生に対する支援体制の充実｡ ����年に財政部 (日本の財務省に相当) と
教育部が連名で 『中等職業学校国家助学金管理の暫定方法』 を公布した｡ これは, 農村地域の

家庭で生活の困難な生徒に助成金を与えるものであり, ����年に��万人の生徒に８億元を支出
している｡ さらに����年には国務院がこの暫定方法に加えて, 『普通本科高等職業学校と中等
職業学校の家庭経済の困難な学生に対する支援体制に関する意見』 を発布した｡ これは, 農業

戸籍をもつ, あるいは県・鎮の非農業戸籍をもつ中等職業学校の１, ２年生全員に毎年�����
元を支給するというもので, その支給対象は全１, ２年生の��％に達している｡ また３年生は
全員が企業実習を行い, 企業から学費と生活費のための給料が支給されることになっている｡� �������� �����
湖南省 (省都は長沙市) は, 長江中流の

南部に位置する (図１)｡ 大部分が洞庭湖

の南に位置することから湖南省と名づけら

れた｡ 東部, 南部, 西部に山地が分布し,

北部は平坦な洞庭湖平原である｡

湖南省は��の市と１つの自治州に属する
合計���個 (����年末現在) の県・市・区
(これらの市・区は県レベルの市・区であ

る｡) から構成されている｡ 調査した職業

高校は, 長沙市の長沙県, 邵陽市の洞口県・

隆回県・武岡市９)・綏寧県 (図１) の中の
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－��－９)武岡市は県レベルの市である｡ ����年に武岡県が廃止され, 武岡市となった｡��� ����������
洞口県は背後に急峻な山岳を背負っている｡ 遠方に雪
峰山 (図１) を望む｡
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アンケート調査は, 長沙市の長沙県, 邵陽市の洞口県・隆回県・武岡市・綏寧県の中
にある職業高校から各�校を選んで計�校で実施した｡ 長沙県と隆回県は都市近郊の平原
部に, 洞口県と武岡市は平原部と山間部の間に, そして綏寧県は山間部に位置している｡



それぞれ１校ずつ合計５校の職業高校である｡ 長沙県 (以下, �県と表す｡) は長沙市を構成
する１つの行政区域であり, 長沙市街の近郊に位置する｡ 邵陽市は長沙市の南西���～�����
に位置する｡ 洞口県, 隆回県, 武岡市, 綏寧県 (以下, �県, �県, �市, �県と表す｡) は
いずれもの邵陽市の行政区域に属する｡ 邵陽市は全体として丘陵地帯にあり, とくに�県は
山地面積が全県土地面積の��％を占めている｡ 写真２に洞口県の風景を示した｡��� ����
表１は, ����年における５つの県・市の産業構造比である｡ 第一次産業の割合をみると, �
県は全国の平均的な地域であるが, 他の４つの県・市は第一次産業への依存度がきわめて高い

地域であることがわかる｡

第一次産業の内訳を見てみると (表２), いずれの県・市においても農業と牧畜業 (家畜)

が重要な地位を占めている｡ この第一次産業の内訳を地形 (図１) に照らしてみると, 概して,

農業は都市近郊の平原部 (�県, �県) で, 林業は山間部 (�県, �県) で, そして牧畜業
(家畜) は平原部と山間部の間 (�県, �市) で盛んである｡
表３は, ����年における�つの県・市の���と人口構成である｡ 比較のため５つの県・市以
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�� �������������������
第一次産業 (�) 第二次産業 (�) 第三次産業 (�)

長沙県 (�県)
洞口県 (�県)
隆回県 (�県)
武岡市 (�市)
綏寧県 (�県) �������������������� �������������������� ��������������������
湖南省 ���� ���� ����
全 国 ���� ���� ����

各県・市のデータは各県・市統計局の 『����年県・市国民経済と社会発展統計公報 (����)』, 湖南省のデー
タは湖南省統計局の 『����年湖南省国民経済と社会発展統計公報 (����)』, 全国のデータは国家統計局の
『����年中国国民経済と社会発展統計公報 (����)』 をもとに著者が作成した｡�� ������������������������������������

農 業 林 業 牧畜業 漁 業 サービス業��) 合 計

長沙県 (�県)
洞口県 (�県)
隆回県 (�県)
武岡市 (�市)
綏寧県 (�県) ��������������������������������� ��������������������������� ��������������������������������� �������������������������� ������������������������� �����������������������������������
各県・市統計局の 『����年県・市国民経済と社会発展統計公報 (����)』 と湖南省統計局の 『����年湖南省
統計年鑑 (����)』 をもとに著者が作成した｡��)中国国家統計局の 『三次産業の区分に関する規定 国統字 (����) ��号)』 による｡ ここでいうサービス業と
は, 農・林・牧・漁業に関連するサービス活動であり, たとえば, 農田灌漑, 病虫害の事前防止・事後処理,
農業機械の賃貸し, 農村休暇施設などがある｡



外のデータも掲載した｡ この表の順位は, 湖南省の��個��)の県レベル行政区域の���の順位
である｡ �県は���が省全体で第１位である｡ �県, �県, �市, �県は省全体でそれぞれ��
位, ��位, ��位, ��位である｡ このことから, �県は湖南省の中での ｢先進｣ 農村��)地域, �
県, �県, �市は ｢中開発｣ 農村地域, そして�県は ｢低開発｣ 農村地域とみることができる
(図２)｡ 先進農村地域である�県の農村休暇施設と農産物加工工場の写真をそれぞれ写真３・
４, 写真５・６に示した｡

表３には各県・市の農村人口と都市人口をも掲載している｡ 農村人口とは, 職業を問わず農

村に暮らすものの人口であり, 都市人口とは, 都市と県・市・鎮の中心市街地に, 一般に非農

業戸籍をもち, 暮らすものの人口である｡ 農村人口の比率が高ければその県・市の都市化率は

低く, 逆に, 農村人口の比率が低ければその県・市の農村都市化率は高いとみなすことができ

る｡ �県, �県, �県, �市, �県の５つの県・市の農村人口の比率はそれぞれ��％, ��％,��％, ��％, ��％である｡ �県が５つの県・市の中で農村人口比率が最も低く, 農村都市化率
が高い｡ �県, �県, �市はそれほど大きな差がない｡ �県は農村人口の比率が高く, 農村都
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�� �����������������������
順位 地 区 ���(万元) 人口 (人) 農村人口��)(人) 都市人口 (人)���� 長沙市

長沙県(�県)
瀏陽市

寧郷県

望城県

������������������������������������ �������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������������������
邵陽市

邵東県

洞口県(�県)
隆回県(�県)
武岡市(�市)
新邵県

邵陽県

綏寧県(�県)
新寧県

城歩県

�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

湖南省統計局の 『����年湖南省国民経済と社会発展統計公報 (����)』, 湖南省統計局の 『����年湖南省統
計年鑑 (����)』, 各県・市統計局の 『����年県・市国民経済と社会発展統計公報 (����)』 をもとに著者が作
成した｡

��)湖南省は����年, ���個の県レベル行政区のうちから��個を選んで県域経済を審査した｡��)中国では, ｢農村｣ には山村や漁村も含まれ, ｢農民｣ には農業のほか林業, 牧畜業, 漁業を営むものも含ま
れる｡��)中国国家統計局によると, 農村人口とは, 職業を問わず農村に暮らすものの人口であり, 都市人口とは, 都
市と県・市・鎮の中心市街地に, 一般に非農業戸籍をもち, 暮らすものの人口である｡����������������������������������������������������
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順位：県レベル行政区��個の���(����年) に基づく順位｡ ここには, 本論文で取りあげた長沙県 (�),

洞口県 (�), 隆回県 (�), 武岡市 (�), 綏寧県 (�) の５つの県・市の順位が示されている｡
区分：県レベル行政区��個の���(����年) に基づく区分｡ 本論文では, �����万元以上 (順位１～��位

程度) を ｢先進｣ 農村地域, �����～��万元 (順位��～��位程度) を ｢中開発｣ 農村地域, �����
万未満 (順位��位程度以下) を ｢低開発｣ 農村地域として３つに区分した｡

��� �����������������
長沙県は長沙市街近郊に位置し, 立地条件に恵まれ
ていることから, 地元郷鎮企業によって, 長沙市民向
けの宿泊施設, ボート場, 観光農園などの建設が進め
られている｡

��� ����������



市化率が低い｡ これは, �県が山岳地帯 (前述) にあり, 人口の６割以上が山岳地帯に暮らす

少数民族であるということに大きく関わっている｡ ５つの県・市の都市化率は上述の先進農村

地域 (�県), 中開発農村地域 (�県, �県, �市), 低開発農村地域 (�県) の３区分とよく
調和している｡��� �������
次に, ５つの県・市の教育状況を見てみる｡ 表４に, ����年における５つの県・市の職業高
校の学校数, 教員数, 在校生数および普通高校の在校生数を示す｡�県には職業高校が９校あり, 在校生は������人である｡ 普通高校の在校生数は������人で,
職業高校生の割合は��％である｡ �県には職業高校が３校あり, 在校生は�����人である｡ 普
通高校の在校生数は������人で, 職業高校生の割合は��％である｡ �県には職業高校が３校あ
り, 在校生は�����人である｡ 普通高校の在校生数は������人で, 職業高校生の割合は��％であ
る｡ �県には職業高校が２校あり, 在校生は�����人である｡ 普通高校の在校生数は������人で,
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この工場は近隣の農家の女性たちの現金収入の場と
なっている｡ 郷鎮企業は, 農村経済の発展, 農村と都
市との経済格差是正に大きく貢献している｡

�� �������������������������������
職業高校 普通高校

在校生数 (人)

職業高校生

の割合(％)校数 教員数 (人) 在校生数 (人)

長沙県 (�県)
洞口県 (�県)
隆回県 (�県)
武岡市 (�市)
綏寧県 (�県) ����� ��������������� ������������������������ ����������������������������� ����������
湖南省統計局の 『����年湖南省統計年鑑 (����)』 と邵陽県統計情報網��)の公布したデータをもとに著者が
作成した｡ 職業高校生の割合＝ (職業高校在校生数�職業高校と普通高校の在校生数の合計) ×���(�)｡��)邵陽県統計情報網統計精編による｡ ������������������������



職業高校生の割合は��％である｡ �県には職業高校が３校あり, 在校生は���人である｡ 普通
高校の在校生数は�����人で, 職業高校生の割合は��％である｡
職業高校に注目すると, �県は学校数, 教員数, 在校生数のいずれもほかの４つの県・市よ
り多く, 職業高校生の割合 (��％) もほかの県・市 (��～��％) に比べて高い｡ �県は, 中等
職業教育の視点からも, 湖南省の先進農村地域といえる｡ 一方, ほかの４県・市は職業高校の

校数や教員数が少ないだけでなく, 職業高校生の割合も低く, 中等職業教育の視点からも, 遅

れた農村地域といえる｡

以上のように中等職業教育は中～低開発農村地域で遅れており, 中等職業教育を通じて ｢新

型農民｣ を育成し新しい農村を建設しようという国の政策的期待と大きくずれている｡��� ��
農村の現状は, 国の ｢新農村建設｣ 政策の中で提起されている ｢小康社会｣ の達成にはまだ

ほど遠い｡ 都市近郊の農村と山間部の農村の間の経済発展の格差, その格差による産業構造の

相違などの問題が存在している｡ また, 中等職業教育においても国が強力に推進している政策

期待と農村地域の教育現場との間に大きなズレが生じている｡ つまり, 経済が発展している農

村地域は, 中等職業教育が発展しており, 逆に, 経済の発展が遅れた農村地域は中等職業教育

の発展も遅れている｡� ���������� ��������������年２月から３月にかけて, �～�の５つの県・市の中にある職業高校から１校ずつ (以

下, それぞれ�校 , �校, �校, �校, �校と呼ぶことにする｡) を選んで, 生徒にアンケー
ト調査を行った (付録資料参照)｡ 調査対象は３年生とした｡ 生徒の意志を反映した回答を得

るには, 卒業を間近に控え, 進路選択に直面している３年生が最も適しているからである｡�校は, 対象者数が���人, 回収者数が���人で, 回収率は��％, �校は, 対象者数が���人,
回収者数が���人で, 回収率は��％, �校は, 対象者数が���人, 回収者数が���人で, 回収率
は��％, �校は, 対象者数が���人, 回収者数が���人で, 回収率は��％, �校は, 対象者数が���人, 回収者数が���人で, 回収率は��％, 全体として対象者数�����人に対して回収者数
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男 性 女 性 農業戸籍 非農業戸籍

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

長沙県(�校)
洞口県(�校)
隆回県(�校)
武岡市(�校)
綏寧県(�校) �������������� ���������� �������������� ���������� ��������������� ���������� ��������� ������
合 計 ��� �� ��� �� ���� �� �� �



�����人で, 回収率は��％であった｡
また, 性別と戸籍別 (表５) をみると, 性別については, �校を除きいずれの学校において

も女性の占める比率が高い｡ 戸籍別については, いずれの学校においても９割以上が農業戸籍

をもつ者であった｡��� �������
職業高校生の入学動機に関するアンケート調査 (複数選択方式による) の結果を表６に示し

た｡ 表６の合計欄は, 回答者�����名のうちその項目を選択した生徒の数と割合である｡ 入学
動機で選択者数が多かったのは大学進学 (���名), 技術・技能の修得 (���名), 家庭の負担軽
減 (���名) などである｡
｢技術・技能の修得｣ を選択した生徒は, �, �, �, �, �校でそれぞれ��％, ��％, ��％,��％, ��％で, �校が最も高く, �校が最も低かった｡ ｢資格・免許の取得｣ は�, �, �, �,�校がそれぞれ��％, ��％, ��％, ��％, ９％で, �校が最も高く, �校が最も低かった｡

｢普通高校より職業高校を出た方が就職に有利｣ は, �, �, �, �, �校がそれぞれ��％, ��
％, ８％, ��％, ��％で, �校と�校が最も高く, �校が最も低かった｡ �校の生徒がこれ
らの３項目においていずれも高い割合を示し, 前向きな姿勢で職業高校に入学してきているこ

とが察せられる｡ 一方, �校と�校の生徒には積極的な姿勢を読み取ることができなかった｡
｢早く就職し, 家庭の負担を減らしたい｣ の項目では, �校と�校が高く (それぞれ��％,��％), �校と�校が低かった (それぞれ��％, ��％)｡ 第２章で述べたように, �, �県は５

つの県・市の中では経済的に厳しい地域であり, このことが子どもの進路選択に大きな影響を

与えていると考えられる｡

また, ｢学習成績が悪い｣ ｢勉強が嫌い｣ という理由で職業高校に入ってきた生徒も多い (そ

れぞれ���名, ���名)｡ 生徒たちは普通高校生に対する劣等感をもっているようだ｡ 袁桂林ら
(����) は ｢普通高校は質が高く, 職業高校は低水準校の代名詞である｡｣ と述べているが, ア
ンケートの結果はこのことを裏付けている｡

｢職業高校を通じて大学に行きたい｣ を職業高校への入学動機としてあげた生徒が最も多く

(全回答者の��％), �, �, �, �校でいずれも��％を超えている｡ 成績が芳しくなく勉強嫌い
な生徒も, とりあえず職業高校に入り, 卒業後は大学に進学したいと考えているようだ｡
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技術・技能
の 修 得

資格・免許
の 取 得

就 職 に
有 利

家 庭 の
負担軽減

成績不振 勉強嫌い 大学進学

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

長沙県(�校)
洞口県(�校)
隆回県(�校)
武岡市(�校)
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��� ��������
職業高校生の就職希望先に関するアンケート調査 (複数選択方式による) の結果を表７に示

した｡ 表７の合計欄は, 回答者数�����人のうちその項目を選択した生徒の数と割合である｡
就職希望先で選択者数が最も多かったのは ｢北京, 上海, 深�などの経済発展大都市｣ (���人,��％) で, ２位以下を大きく引き離している｡
｢地元｣ を選択した生徒は, 全体として��％と低く, 最も高い�校でさえ��％であった｡

しかし, ｢経済, 政策, 福利などあらゆる面で保障できるならば｣ という条件が付くと, ｢地元｣

の割合は, 当然のことながらどの学校でも高くなり, �校では半数近くに達する｡
｢地元｣ 以外の項目では, ｢北京, 上海, 深�などの経済発展大都市｣ への希望が圧倒的に

多かった｡ �, �, �, �, �校でそれぞれ��％, ��％, ��％, ��％, ��％に達している｡ �校
と�校は他校に比べて ｢地元｣ 希望がとくに少なく, ｢大都市｣ 希望が多い｡ ｢西部の経済開

発都市｣ と ｢雲南などの外国と隣接する都市｣ への希望は少なかった｡

��� ��
職業高校への入学動機をみると, �校では ｢技術・技能の修得｣ が��％と高く, ｢資格・免

許の取得｣ も��％に達し, いずれも他校を大きく上まわっている｡ 一方�校では ｢家庭の負

担軽減｣ が��％と高く, ｢技術・技能の修得｣ や ｢資格・免許の取得｣ はそれぞれ��％, ９％
で, 他のどの学校よりも低い｡ これらのことから, ｢新農村建設｣ に対する意欲は, 経済的に

豊かな先進農村地域の学校で高く, 開発の遅れた低～中開発農村地域の学校で低いといえる｡

また, 生徒の就職希望先をみると, どの学校でも ｢経済発展大都市｣ 希望が圧倒的に多い｡�校の ｢地元｣ ��％・｢大都市｣ ��％に対し, �校は ｢地元｣ ７％・｢大都市｣ ��％で, 開発の
遅れた農村地域ほど大都市志向が高いといえる｡ この就職希望先アンケートを通じて, 農村地

域, とくに低開発農村地域の職業高校生が大都市の豊かさに一種のあこがれのよううなものを

抱いていることが感じられる｡

今回のアンケートの結果は, 中国が今後 ｢新農村建設｣ を進めていくうえで問題となるのは

王 北平・志賀 美英

－���－

�� �����������
地元 地元＊� 大都市＊� 西部＊� 雲南＊�
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

長沙県(�校)
洞口県(�校)
隆回県(�校)
武岡市(�校)
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＊� 経済, 政策, 福利などあらゆる面で保障できるならば地元
＊� 北京, 上海, 深�などの経済発展大都市
＊� 西部の経済開発都市
＊� 雲南などの外国と隣接する都市



低～中開発農村地域であることを示唆している｡ 中国では, 職業高校は普通学校に比べてレベ

ルが低いという認識が一般的であり, 職業高校生自身も普通高校生に対する劣等感を抱いてい

る｡ このこともまた, ｢新農村建設｣ や ｢新型農民｣ 育成上, 大きな問題である｡ 彼らに自信

や優越感をもたせるような措置 (例えば, 優秀な教員の配置, 優れた実習機材の導入など) を

構じる必要がある｡� � �
本論文では, 経済レベルの異なる５つの農村地域の職業高校生にアンケートを行い, 入学動

機や卒業後の就職希望先などを調べ, 彼らの ｢新農村建設｣ に対する意識をさぐってみた｡��� �������������������
５つの農村地域は経済レベルによって, 先進農村地域, 中開発農村地域, 低開発農村地域の

３つに分けることができた｡ 先進農村地域は, 都市近郊にあって地理的に恵まれ, 都市への農

産物の供給基地として経済的に潤っている農村地域で, 長沙市長沙県がこれにあたる｡ 低開発

農村地域は, 都市から遠く離れ, 交通不便な山間部にあって, 開発の遅れた農村地域で, 邵陽

市綏寧県がこれにあたる｡ 職業高校で職業技術や技能をみがき, 資格や免許を取得したいと入

学してきた生徒は先進農村地域の学校に多く, 低開発農村地域の学校に少ない｡

勉強嫌いで成績の芳しくない子どもたちが職業高校に入学してきている｡ どの農村地域の職

業高校でも��％以上 (表５の ｢成績不振｣ と ｢勉強嫌い｣ の合計) がそのような生徒である｡
職業高校生の多くは, とりあえず入りやすい職業高校に入学し, 卒業後は大学に進みたいと考

えている｡��������������������
職業高校生の多くは, 将来の就職希望先として, 経済的に開発の遅れた西部よりは地元に,

地元よりは発展著しい東部の大都市に就職したいと考えている｡ ｢経済, 政策, 福利などあら

ゆる面で保障できるならば｣ という条件が付いても ｢地元｣ を希望するものは ｢東部の大都市｣

を希望するものに遠く及ばず, 彼らの豊かさへのあこがれが強く感じられる｡ 開発の遅れた農

村地域の生徒ほどその傾向が強いようである｡ 職業高校を足場にして大学に進学し, 卒業後は

地元の農村を離れて北京, 上海, 深�などの経済発展大都市に就職するという構図が明確に読
み取れる｡��� ��
以上述べた入学動機と卒業後の就職希望先に関するアンケート調査の分析結果から, 職業高

校生の ｢新農村建設｣ や ｢新型農民｣ 育成に関する関心はきわめて低いと結論づけることがで

きる｡ 低開発農村地域の生徒ほど関心が低いことから, 著者らは, ｢新農村建設｣ 政策実現の

ための最優先課題は低～中開発農村地域の経済開発であると考える｡

中国の職業高校生は, 市場経済施行以前は, 卒業後地元で吸収されるのが基本であった｡ ほ

職業高校生の ｢新農村建設｣ に関する意識について
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とんどの生徒は農村で仕事を探し, 農村で働き, 地元農村の経済建設に大きな役割を果たして

いた｡ しかし, ��年代初めからの経済の改革開放政策, ��年代の市場経済制度は職業高校生や
農民の意識を大きく変貌させた��)｡ 今や, ｢三農問題｣ や ｢新農村建設｣ といった農村に係わ

る問題に対する彼らの関心は薄く, 彼らは農村問題を国が考えるほど深刻には受け止めていな

い｡ 彼らの目下の最大の関心事は, いかにして農村から脱出するかにあり, 国の政策とは逆の

方向を向いている｡�����������
本研究の最終目的は, ｢はじめに｣ で述べたように, 農村地域の職業高校が ｢新農村建設｣

の実現に必要とされている ｢新型農民｣ の育成にその役割を果たしているかどうかを明らかに

することである｡ もし役割を十分に果たしていないのであれば, その原因を究明し, 政策実現

のための改善策を提示することである｡ 本論文はその研究の一部をなすもので, 上で述べたよ

うな結論に達した｡ 今後は次のような視点から研究を進めていく計画である｡

視点１ 県・村政府の教育政策

国の ｢新農村建設｣ 政策が末端の県・村政府の教育政策にまで浸透しているかどうかを調べ

る｡

視点２ 職業高校の教育カリキュラム

｢新型農民｣ を育成するためのカリキュラム構成になっているかどうかを調べる｡

視点３ 職業高校の教員配置

｢新型農民｣ を育成するに足る職業技術系教員が配置されているかどうかを調べる｡ 現在の

職業高校は��年代の中等教育改革によって普通高校の改装により作られたものであり, 職業技
術系の教員が少ないことも考えられる｡

視点４ 職業高校の教育予算

技術的な教育を実施するには, 農業機械, 肥料・農薬・種苗などの消耗品, 実習教材などの

予算が恒常的に必要となる｡ このような予算が確保されているかどうかを調べる｡

視点５ 職業高校生に対する経済的支援

第１章で述べたように, 政府は職業高校の１, ２年生全員に教育助成金を支給している｡ ま

た, ３年生は全員が企業実習を行い, 企業から学費と生活費のための給料が支給されている｡

これらの経済的支援の実施状況を調べる｡��
本研究を進めるにあたり, 湖南農業大学の夏金星先生から中国の職業教育の現状や課題について多くの有益

な情報を賜り, また鹿児島大学の神田嘉延先生からは終始研究上の助言と激励を賜った｡ お二人の先生には深

く謝意を表する｡
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－���－��)夏金星ら (����) が実施した農村職業高校����～����年卒業生�����名に対する追跡調査によると, 卒業後の
進路で最も多かったのは出稼ぎ (��％) で, 最も少なかったのは大学進学であった (夏金星・屈正良・彭干
梓 ｢農村職業高校卒業生の就職状況に関する調査と思考｣, 『湖南農業大学学報 (社会科学版) 第２巻第１期』,����年３月, ��頁による)｡



アンケート調査にあたっては, 長沙県, 洞口県, 隆回県, 武岡市, 綏寧県の職業高校の各校長先生や教職員

の皆様から, 産業調査にあたっては長沙県の��蔬菜専業合作社のご協力をいただいた｡ 格別なお取り計らい
をいただいた以上の方々に厚くお礼を申し上げる｡������
陸文夫 (釜屋修訳) 『消えた万元戸』, 日本アジア文学協会�めこん, ����年｡
黄丹青 ｢中国農村地域の工業化過程における中等職業教育の社会的機能―浙江省紹興県を中心に｣, 『教育社会

学研究第��集 (����)』, ����年｡
劉文君 ｢中国における職業教育の効果に関する実証的研究｣, 『東京大学大学院教育学研究科紀要』 第��巻, ����
年｡

丁妍 ｢中国における中等職業教育の現状と問題点―その低迷の原因分析を中心として―｣, 『アジア太平洋研究��』, ����年｡
夏金星・屈正良・彭干梓 ｢農村職業高校卒業生の就職状況に関する調査と思考｣, 『湖南農業大学学報 (社会科

学版) 第２巻第１期』, ����年｡
江沢民 ｢第３章 全面に小康社会を建設する奮闘目標｣, 『中国共産党第��回全国代表大会報告』, ����年｡
中国国家統計局 『三次産業の区分に関する規定』, ����年｡
胡錦濤 『中国共産党第��期４中全会公報』, ����年｡
王智新 『現代中国厳書� 現代中国の教育』, 明石書店, ����年｡
劉文君 『中国の職業教育拡大政策―背景・実現過程・帰結―』, 東信堂, ����年｡
全国人民代表大会 ｢中華人民共和国農業税条例の廃止に関する決定｣, 『第��期全国人民代表大会 (全人代) 常

務委員会第��回会議議定』, ����年｡
中国教育部 『中国の教育の改革と発展に関する構想と措置』, ����年｡
中国共産党第��期中央委員会第５回会議 『中共中央の国民経済と社会発展の第��次５カ年計画の制定に関する
建議』, ����年｡

呉�来 ｢経済発展過程における中国の後期中等職業教育の発展―政策方針, 労働需要および教育需要からの考

察―｣, 『中国研究月報第��巻第８号』, ����年｡
国務院 『職業教育の発展に関する決定』, ����年｡
中国国家統計局 『����年中国国民経済と社会発展統計公報』, ����年｡
湖南省統計局 『����年湖南省国民経済と社会発展統計公報』, ����年｡
湖南省統計局 『����年湖南省統計年鑑』, ����年｡
長沙県統計局 『����年長沙県国民経済と社会発展統計公報』, ����年｡
洞口県統計局 『����年洞口県国民経済と社会発展統計公報』, ����年｡
隆回県統計局 『����年隆回県国民経済と社会発展統計公報』, ����年｡
武岡市統計局 『����年武岡市国民経済と社会発展統計公報』, ����年｡
綏寧県統計局 『����年�寧県国民経済と社会発展統計公報』, ����年｡
張秀� 『改革開放研究厳書 中国教育発展と政策��年 (����～����)』, 社会科学文献出版社, ����年｡
馬慶発・唐林偉 『中国職業教育研究新進展����』, 華東師範大学出版社, ����年｡������
農業部農村経済センター �������������������.
中国国家統計局 ����������������������������������������������������.
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『社会変遷中の農民流動』, 江西人民出版社, ����年｡
『中国郷村教育戦略』, 中共中央党校出版社, ����年｡



農林水産省国際政策課 ��������������������������������������������������������.
邵陽県統計情報網 ������������������������.
甲南大学 ����������������������������������������������������.王 北平・志賀 美英
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(この調査票は中国語の原文を日本語に訳したものである｡)

職業高校生の入学動機と就職希望先に関するアンケート��性別 (どちらか一方に○をつけてください｡)�) 男性 �) 女性��戸籍 (どちらか一方に○をつけてください｡)�) 農業戸籍 �) 非農業戸籍��なぜ職業高校を選んだのか｡ (複数選択可)�) 実用的な職業技術・技能を身につけたいから｡�) 資格や免許が取れるから｡�) 普通高校より職業高校を出たほうが就職に有利だから｡�) 早く就職し, 家庭の負担を減らしたいから｡�) 学習成績が悪く, 普通高校にいけなかったから｡�) 勉強が嫌いだから｡�) 職業高校を通じて大学に進学したいから｡�. 職業高校を選択したとき, 将来の職業についてどの程度考えましたか｡�) はっきりした希望があった｡�) 大体の方向は決めていた｡�) 殆ど考えなかった｡�. 卒業後どこで働きたいですか｡ (複数選択可)�) 地元�) 地元 (経済, 政策, 福利などあらゆる面で保障できるならば)�) 北京, 上海, 深�などの経済発展大都市�) 西部の経済開発都市�) 雲南などの外国と隣接する都市�� 職業を選択する際に最も重視する条件は何ですか｡ (複数選択可)�) 安定していて有名な会社である｡�) 給料が良い｡�) 福祉制度・職場雰囲気が良い｡�) 学んだ知識を生かせる｡�) 職場で技術・知識を学べる｡�) そのほか
ご協力いただき誠にありがとうございました｡


