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立身出世と明治期青年のセクシュ アリティ

渋谷　知美 （東京大学大学院比較教育杜会学D2 ）

はじめに ：セ クシ ュ アリティ研究として の 青年研究、青 年研

究としての セ クシュ アリティ研究

　 本 論 は 、1880 年代 か ら 19　OO 年代初頭 の 雑誌記事 に

見 られる明治期 の 書生 ・学生 の 性 生活 の あ り方 と立身

出世の相克を素材 として、こ の 時期 日本男性 の セ ク シ

ュ ア リテ ィ が どの よ うに し て 水路づ けられ て い っ た か

を探るもの で ある 。 本論は、二 っ の 点で教育の 歴史社

会学に とっ て馴染み が無い テー
マ だと思 われ る 。 第

一

に 、青年 の セ ク シ ュ ア リテ ィ を扱 うとい うこ とに お い

て。硯究 テ ー
マ と して の 「青年」 は 、「立身出世研究j

や ア リエ ス の イ ン パ ク ト以降の 教育 の 歴史社会学にお

い て 馴染み 深 い もの だ が 、い ずれ の 研究 も忌避す る か

の よ うに こ れ ら青年の く性〉 〈セ ク シ ュ ア リテ ィ 〉 を

論 ず る こ と を し て い な い
。 学生生活 の

一
面 と して 傍流

的に扱 うこ とはあ っ て も、中心 テ
ー

マ として 論 じて い

る わ けで は なく、な に よ り、既存 の 研究 は 明治期の 青

年 の 性 的活動 を青年期に つ きもの の 一
側面 として 無条

件に論じ て い る の で あ り、歴史研 究 として は禁じ 手 で

あ る は ず の 「現 代 の 常識持ち込み 」 が行われ て し ま っ

て い る 。
「自然 t 「当然」 「本能」 そ し て 「生物学的事

実」 までを も議論 の 俎上 に 上げて そ の 歴史的構築過程

をさぐ り、出自を 暴き 出す新歴史主義以降の 視 点 と し

て は、甚だ 不 十分 と言わね ばな らな い 。当研究 は 、フ

ー
コ
1− 『性 の 歴 史』を 端緒 と して 興 っ た セ ク シ ュ ア リ

テ ィ 研究 の 視点 に もとづ き、〈性 〉 〈セ ク シ ュ ア リ テ

ィ 〉 を万 人普遍に備わ っ た 「本能 」 と見做す こ と を し

ない 。そ う．で はなく、あ る 時代 の 一時 点 か ら、造 りあ

げられ、選び取 られた文化現象と して取 り扱 う。

　教育社会学へ の 馴染み の 無さの 第 二 点 と して 、女性

で は な く魎 セ ク シ ュ ア リテ ィ を扱 うとい うこ とが

ある。理 由は 省 くが、当の セ ク シ ュ ア リテ ィ 研究 にお

い て も男性 の そ れ を扱 う こ と は ま だ 始 ま っ たば か り と

い うの が 実状 で あ る 。 従来の 男性 中心的な学術制度の

下 で は 、確 か に 学問 は 男性 を 研 究対象 に 据 えて きた と

言い うる。しか し、そ こ で 流通 し て い る男性と は、人

間 Man を不 当 に僣称する f普 遍的 存在 」 と して の 男

性で ある。われわれ は、人 間 ＝ 男性 とい うエ ピス テ ー

メ か ら脱 け 出 し、〈女性〉 とい う特殊 項 に 逆照射 され

て浮か び 上 が る、一
方 の特殊 な項と して の 〈男性〉 を

こ そ 問題 に しな ければな らな い 。

対象 ：なぜこ の 時代なの か

　188Q 年 〜 1900年初 頭を選 んだ の は 、明治初期 の 1880

年代と い う時代が 、
い わ ゆ る 近代売春 の 出発点 と考え

られ る か らで あ る。買春だ け が男性 の 性 でな い の は 当

然だが、そ こ に 端的に青年 の 性 の あり方が表出し て い

る こ とは確 かで ある。 江戸 ・吉原的な花 街 と近代的な

娯楽施設 の 象徴で．あ る 凌雲閣が 同 居して い た 当時 の 浅
　 　 　 　 　 　 　 　 L

草が 象徴的 に 示 す よ うに 、1880 年代 は 、江 戸 の 残 滓

と台頭 しつ っ あ る近代 ・東京 が拮抗 して い た。こ の 時

代に焦点 を合わせ る こ とは 「近代 の 捏造物 」 と呼ば れ

る 〈セ ク シ ュ ア リテ ィ〉の 端緒を掴む こ とになる。

本題 ：立身出 世 と性が両 立 した 時代

　 内閣発足後間 もない 明治初期 の 政治家たち は 、 正 妻

にも妾に も芸妓を迎 えて い る こ とが多か っ た 。 ざっ と

挙げ られ るだけで も、伊藤博 文、中井弘 、井上馨 、大

隅重信 、 LL本権兵衛らが 芸妓を妻に し、西園寺公望 が

有名な新橋芸者を妾に持 っ て い た 。 こ の よ うな政界 ト

ッ プ の 婚姻事情は 当時 の 書生 たち に も知 られ て お り 、

坪内逍遥 の 『当世書生気質』に は、町人 は ともか く政

治家や学者な ど が 芸妓を妻に 迎 え るの は嘲笑 の 対象に

な る、と い う
一節があ る （岩波文庫 、227 頁）。こ の

よ うに 芸妓 を妻と して 迎 え る こ とを 「恥 」 とす る価値

観 が あ っ た こ と は確か で あ っ たが、し か しこ れだけ多

くの 政治家が 芸妓 を正妻と して 迎 え て い る と こ ろ を見

る と、こ こ は 素直 に 芸妓 と い う身分 が 政治家の 妻 とし

て む し ろ相応 し か っ た と考えたほ うが自然 で あ る 。 当

時の遊郭 にも遊 女を崇 めたて る 「色道1 の 価値観は残

存 してお り、 格 下は ともか く上流の 芸妓は 良家の 子女

などよ り 「選ばれ た 女」で あっ た と考 え られ るか らだ。

勿論 芸 妓 の 身抜 け金 の こ とな ども考 え 合 わ せ れ ば、そ

れ が 出来 る学士な ど殆 ど居な か っ た。芸妓を妻に迎え

る こ と は、職業上 の 立身 出世 と同様、達成困難な 「夢」

と して あ っ た。

男 の 性 の 問題化 ：『品行論』パラダイ厶 の 1880 年代

　学生 の 性的放埒を戒める目的があ っ た とされる 『書

生気質』が著 された の と同 じ 1885年 、福 沢 諭吉 は 「晶

行論ユ と題 される小文 を 『時事新 報』に連載する。そ

の 趣 旨は 、最近 の 国際化 に 鑑み る と 日本男子 の 品行 に
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は憂慮す べ き点が多い の で 、私福 沢 が筆で も っ て そ れ

を是正す る、とい うもの だ っ た （「品行論緒言亅『福沢

全集』巻 5
、

1898 年）。 男子 の 蓄妾や登楼を卑し む べ

き陋習と して批判した こ の連載の 影響力が殆 ど無 か っ

た こ とは 、そ の 後 の 実態を見 れ ば明 らか で あ る。し か

し、後に品行論 は
一

っ の 言説 ジ ャ ン ル を形づ くる こ と

に なる。そ の こ と を考え併せ れ ば、こ の 連載は 「妾を

蓄ふ 」 「娼 妓 を召す 1 と い う言葉に よ っ て 周 囲 に溶け

込 んで 認識不 可 能だ っ た事柄を切 り取 り、概念と して

析出す る役割を果た した。男子 の 性的活動が 問うに値

す る 問題 と して定 式 化 し た の で あ る。

　 し か し こ こで は あくま で、日本男子 の 性 品行が文明

開化に そ ぐわない 、外国に恥ず べ き旧 習 だか ら糾弾 さ

れ た とい うこ と を 強調 し て お きた い
。
1868 年か ら 1900

年に か けて 各地 で、盆踊 り、立ち小便、男女混浴、女

相撲 な どが 禁止 ざれたが、男 子 の 蓄妾 ・登 楼もそ の 中

の
一

つ と して排斥 され た の に過ぎな い 。そ こ には の ち

に登楊す るよ うな衛生的な配慮や、男女 同権の視点は

無 い 。 そ の意味で は、男子 の 性 に とっ て その 行動が問

題 と して フ レ
ーム ア ッ プ された こ とは偶発的事象だ っ

た とい える。

　立 身出世と性的放埓の 非両立 ：『遊学案内』パラダイム

の 1880 年代宋 〜 1890 年代

　 『品行 論』『書生気質』 に よ っ て 定式 化 され た 学生

の 性 晶行 問題 は、「遊学案内」 の 類や 「学生 の 堕落 」

を嘆 く言説によ っ て 深化され る。こ こ では前者に つ い

て の み述 べ るが 、地方 の 上京志望者に 入学指南を施 し

下宿や 寄宿舎の 実態を知 らせ る遊学案内 は 、同時に 「東

京 」 とい う場所 を性的放縱 を さそ い 学生 を f堕落」 へ

とお と し こ む 「魔都」 と し て描きだ 1ノた。 前 の 『品行

論』が、対外国的な体裁を視野 に 入 れ て 、蓄妾や 登楼

を前近代的 な 卑 しむ べ き陋習 の
一

っ と して 排斥した の

に対 し、「遊学案内」 で は、性品行に関わ る事柄は個

人 の 立身 出世 を阻 む も の と して 描 きだ され て い る 。 上

京志望者が増え もはや 「僥倖」 は 望むべ くもない 「秩

序 正 し くな りっ る社会 」 （「遊学 の 栞1 『少年園』1888

年）で は 、立 身出世 の 障害 とな り うる要素は で きるだ

け排除して ゆか ねばなな らない 。学生や書生に多大 な

影響力 を与 えた徳富蘇峰は、立 身出世 と恋愛の 両 立 不

可能性をは っ き り断言 した （「非恋愛」『国民之友』125

号 、　1891年）o

確た る「科学的亅根拠 ：医学的 パ ラダイムの 1900年代

　1900 年代 に入 る と、立身出世と性的活動 の 非両 立

の 「イ メージ」は、近代 医学 に よっ て は っ き りした 「根

拠 」 を与 えられ る 。 そ の 変化は、1891 年か ら毎年発

行され た 『東京遊学案内』を見 て も分か る とお りで 、

1891 年版で は 性 的放縱を戒 め る の は もっ ぱ ら 「品行

上 の 注意」 の 項 目 だ っ たが、1902 年版に な る と 「交

際上 の 注意」 と 「衛生上 の 注意 」 の 項が同 じ役 目を果

たす ようになる。後者 の 項 に は 1889 年度統計 として

病因別 の 死 亡者数が掲げられ て お り、「花柳病」 の カ

テ ゴ リ
ー

も見 られた。

　 と こ ろで なぜ、学生の 性的放埒 がひ と り品行 の 問題

や 立 身 出世の 閙題 に とどま らず、医学的言説 の 対象と

な っ た の だろ うか 。 そ こ に は ．「花柳病 」 が 「亡国病 」

とし て 危機感を もっ て 認 識 され た とい う背景があ る 。

花柳病 の 流行 じた い は そ れ以前か らあっ た し 、
「梅毒

に 罹 っ て こ そ
一

人前」 と言わ れ る こ とさえあ っ た。し

か し、性病の 統制 を怠っ た た め 、日本 の 徴兵制は多 く

の 除役者を出す こ とにな っ た 。
「亡 国病 」 と言われる

ゆ えんで ある。こ の ような背景 の もと、医学言説 が説

得力 を持ちは じめた の で あ っ た。じ じっ 1906年に は 、

第一高等学校の 体格試験に て 17 名 中 13名 が 花柳病 で

は ねられた こ とが 明らかに され て い る（井上哲次郎 「学

生 の 風紀問題に就 て 」 『太陽』 12 号 13 巻）。 色恋沙汰

が 立身出世 を阻む こ とは近代科学 の 実証 の もとで 決定

的 とな っ た。また、花柳病 が 亡 国 病 の レ ッ テ ル を 貼 ら

れた こ とは 、 必 然的 に 芸娼妓の 地位の低下をもtcら し

た 。 政界 トッ プ が芸妓 を妻 に 迎 え る こ とな ど考えられ

る こ とで は な く な っ た。

暫定的なまとめ

　立 身 出世 と男子 の 性 的享楽の 享受は そ もそも の 始 め

か ら対 立物と し て あっ た わ けで は な か っ た 。 それ を両

立 不能 と した の は、参入者の 増加 に よる競争の 激化 で

あ り、性病 を警戒する 医学的言説で あっ た 。 こ こ で 我々

が気 づ くの は 、〈品行論〉 → 〈遊学案内〉 → 〈医学〉

の 各パ ラダイ ム を通 して 、常 に立身出世 と性 とが 裏表

に語 られて い る こ とである。福沢 の 『品行論』は 個人

の 立身出世 を言 い は し な か っ た が 、対外国的な体裁 を

考慮に入れた論調 は 「国際社会に お ける 日本国 の 立身

出世］ を請い 願 うもの で はなか っ た か 。 立身 出世 と性

と が なぜ 対置 される の かを存在論的に問うた り、そ の

根源 を求 め る こ とは お そ らく徒労に終わる 。
こ こ では、

こ の よ うな言説的事象 が あ っ た こ と、そ して そ の 相剋

の あい だ に 男性 の セ ク シ ュ ア リテ ィ が水路 づ け られ て

い っ た こ とを確認す る に と ど め た い 。
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