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’
郷友会ネッ トワ

ー クか らみ た学歴 エ リ
ー

トの アイデンテ ィテ ィ

　　　　　　　　　　　ー 加越能郷友会の 隆盛と混乱一

井上 好人 （金沢 星稜大学）

1 ．問題 の所在

　 1880 年代 （明 治二 十〜三 十 年 代 ） よ り、地 方 か ら

上 京 し て き た 学歴 エ リ
ートを 中心 に 「郷友会」　 （あ

る、い は 「県人 会」 な ど と 呼称） が 設 立 され る よ うに

な る。戦前期 に 至 る ま で 「懇親会」 の 催 しや機 関 雑

誌 の 刊 行 で活 発 な 活 動 を展 開 した と され る こ の 組 織

は 、ど の．よ うな人 々 で 構 成 され 、参 加 す る 各人 に と

っ て どの よ うな意 味 が 込 め られ て い た の だ ろ うか。

　 同 組 織 を対象 に し た 先行研究ぱ意外 に 少 な く、川

西 （1992，1996）、竹 永 （1985） の 先 駆 的 な調 査 の

ほ か 、総 括 的に 論 じ られ た も の と して は 成 田 （1998）

が あ る。成 田 は 、エ リートの 若 者 た ちが 集ま る 都市

空 間を 「故郷 1 を語 り演 じ られ創出され る空間と し

て 捉え、彼 らの 郷友会活 動 と機 関 雑誌 の 言 説 空 間 に

よ る 「故 郷 」 の 再 構 成 が、国 民 国 家形 成 に 大 きな 役

割 を果 た して きた こ と を 明 らか に して い る。

　 果 た して 成 田 の い うよ うに 、郷 友 会 は 、個人 の 「故

郷」．へ の 感情を国民国家へ接合す る よ うな強い 機能

を果た しつ っ 戦前期まで 発 展を続けた の だ ろ うか 。
“
語られ る

”
　 「故郷」 に は 人 々 の 別 の 意味が 込 め ら

れ て い た の で は な い だ ろ うか 。こ の よ うな素朴な疑

問か ら、本発 表 は 、旧 加 賀藩 ゆか りの 郷友会 で ある

「加 越 能 郷 友 会 」 を 取 り上 げ、同 会 に 所 属 した人 々

の 社 会 的存 在 の 様 相 と彼 らの 主観 的 な 意味 世 界 を 問

うこ とを 目的 と し て い る。　　 　　
．

2 ．加越能郷友会 の 変遷

　加越能郷友会の 端緒 は、明 治 21年 の 久 徴 館 同 窓会

の 設 立 で あ る。こ の 当 時、全 国 的 な 郷 友 会 や 同 窓 会

の 設 立 ブ
ー

ム で あ っ た。久徴 館 とは 上 京 し た加 越 能

地 域 出 身 学 生 の 寄 宿 舎 で 、明 治 15 年 10 月 に 設 け ら

れ、同 19年 に 前 田 家 の 育 英会 の 管轄に な っ た 。そ の

機関誌 『久 徴館同窓会雑誌』 が、昭和戦前期まで 続

く加 越能郷友会雑誌 の 端緒 で ある。加 越能郷友会に

名称変更され る の は 明 治 29 年 で、途中の 紆 余曲折 は

あ る もの の 昭和 戦 前期 ま で 続 い た。

　機 関 雑 誌 の 名 称 は 以 下 の よ うに 変更 され 発 刊 され

て きた。 『久 徴館 同 窓会雑誌」
’
1 号〜84 号 （明 治 21

年 7 月〜明 治 28 年 12月 〉 、　『加 越 能 郷友 会雑誌 』
’

85 号
〜203 号 （明 治 29 年 4 月〜明治 40 年 10 月）、

『加越能時報』204 号〜375 号 （明 治 40 年 11 月〜

大正 13 年 3 月．）、 『加越能郷友会会報』1 号〜60

号 （大 正 13 年 5 月 〜 昭和 13 年 2 月 ） 、『加 越 能 』

61 号〜113 号 （昭 和 13 年 3、月〜昭 和 18 年 10 月 ）。

　発 行部数は、明治 33年当時で すで に 1500部 を越

え て お り （会 員頒布 分 と
一

般 販 売 分 を合 わせ て ）、

こ の 数は 「他 の 郷友会発 行の 雑誌 に 於 い て 其 比 を 見

ざる 処」 で あ っ た とい う。

3．誰が会員に なっ た の か ？

　 加 越 能 郷友 会は、そ の 発端 が、在京 の 学歴 エ リ
ー

トとそれ を庇 護す る 旧 藩主 （前 田 家）を水脈 とす る

メ ン バ ー
の 集合で あ っ た が、賛 助会員 とい う形 式 を

取 る こ とに よ り加越能出 身者 な らば 誰 で も会 員 に な

れ る組 織 で もあ っ た。久徴 館 同 窓 会 時 代 の 明 治 24 年

に は す で に 会 員 数 600 名 弱 に 達 し、同、28 年 ：986

名、同 29 年 ： 1008 名、同 31年 ：867 名、同 32 年 ：

1047 名、同 33 年 ： 1198 名、と．、明 治の 半 ば 過 ぎに

は すで に 千 名 を超 え る会 員 数を誇 っ て い た。とこ ろ

が、昭 和 6 年 の 会 員数 は 1206 名で あ り、明 治後半か

らほ とん ど 増加 して い な い 。学歴 エ リ
ー

トの 輩 出 量

が 明 治後 期 か ら 急 増 す る に もか か わ らず 会 員数 は 横

ば い の ま ま で あ っ た の で あ る。

　 で は、誰 が 会員 に な っ た の か。　『加 越 能 郷 友 会 々

報 』第 34号 （1931 年 12月 ） に収 め られ る会 員名 簿

（1214 人） を利 用 して 分 析 して み よ う。同名 簿 の 配

列 は 、イ ロ ハ 順 （身分 順 で は な い ） で あ る が 、東 京

在住 の 「在京 会員 」 が前 半部 を 占め、そ れ 以 外 を 「地

方 会 員 」 と し て 後 半部 に ま と め て 収 め られ て い る。

また、そ れ ぞ れ の 会 員欄 に は 、出身 地 、現 住 所 、職

業の 記載が ある が 、族籍は 記 載され て い な い 。1214

人 を現 住 所 か らみ る と、東 京 が 904人 （75％ ） を 占

め、同 じ都市 部 で も、大 阪、京 都、神 戸 の 京阪神 地

域 は 74 人 （6 ％）に す ぎな い。また 、地 元 （石 川 県
・

富 山 県）在 住 は わ ず か に 84 人 （6．9％）で あ る。地

元 や 地 方 は 東京 の よ うな威信 の 高い 職業 ・地位 の 数

が 少 な い と い う構 造 を反 映 し て い る よ うに 思 わ れ、

東京在住 者 に 会員 が 偏 っ て い る。ま た 、出身 地別 で

は、過 半数 は金沢 出身者 （645 人 ） で あ り、石川 県

で 金沢 ／ 郡 部別 の 人 口 1 万入あ た りの 会 員輩 出数 を

比 較 す る と、お よ そ 18 倍の 差が あ る。これ は そ も そ

も高等学歴 取得者 の 輩出 率 に 大 き な 差 が あ っ た こ と

を反 映 して い る。

　 こ れ ら現住所 と出身 地か ら地 理 的移動パ タ
ー

ン を

分類 し て 整理 し た の が 次表で ある。　 （
・「都市」 とは

東 京 お よび そ の 周 辺 地 域 、京 阪神 地域 を し、 「地 方 」

とは こ れ ら以 外 の 地域 を指 す。） す る と、都市 流動

会 員 が 80％ を 占め て い る。ま た 、地 元 に 定着 し て 会

員 に な っ て い る 者 の 割合が 最 も高 い の は 金沢 出身者

で あ る （と い っ て も金沢 出 身者全 体 の 中 の 9 ％ にす
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ぎ な い が ）。反 対 に、石 川 県郡 部 や 富山 とい っ た 所

謂
“
田 舎

”
出 身者 は 都市 へ 流動 して い っ た者 ほ ど多

く会 員 に な っ て い る。

表　郷友会 会 員の 出身地 別 「移動パ タ
ー

ン 」

移動パ タ
ー

ン

出身 流動 定着 計

都市 流動 地 方流動 外 国流動 北陸定着 都市定着

金 沢 77．6％ 8．5％ 4．8％ 9、0％ 0％ loo％
石川県
　　 　　 郡 部 B2．s％ 6．6％ 4．0％ 6、5％ o％ 100％

富 山 県 87．6％ 6．0％ 2．8％ 3．7％ 0％ loo％

他府 県 21．7％ 0％ 0％ o％ 783 ％ 100％

全 体 796 ％ 7．4％ 4．1％ 72 ％ 1．6％ 呈oo％

（注） 他 府 県 出身者 の 多 くの 本籍地が 東京で あ る。

　 ま た 、職 業別 に み れ ば 全 体の 65％が 宮吏や 専 門 職、

軍 人 とい っ た 公 務
・自由業、28％ が 会社員 で あ り、

これ らを合 わ せ て 新中間層が 85％ を 占 め て い る。こ

れ に 対 して 、自営業 （12％）や農業 （0．2％） とい っ

た 旧 中間 層は 少数で あっ た。

　次 に、郷 友会の 中核 をなすで あ ろ うと推察され る

金 沢
一

中卒 業 生 は 、どの 程 度 会 員 に な っ て い る の で

あ ろ うか 、明 治期 の 金 沢一中卒 業 生 データ （明 治 27

年〜42 年卒業）と照合 して み た 。 具体的 に は、石 川 ・

富山出身者 の 中で 昭和 6 年時 点 に お い て 加 越 能 郷 友

会の 会員に 名を連 ね て い る者 を リス トア ッ プ して み

た。推定 年齢 は 40 歳〜55 歳 、ま た 当然 の ご と く死

亡 者は 除い て い る 。昭和 6 年時 点 で の 生存 者 は 721

人 い た が 、そ の うち 会員は わず か 66 人 （会 員率

9．2％ ） に 過 ぎな い 。ま た 、卒業年度別 の 会員率を グ

ラ フ 化 した の が 下 図 で あ る。
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　す る と、初期 の 卒業生 （明治三 十年代初頭 ） が 最

も会 員 率 が 高 く　（25 ％ ）、年度 が 下 るに した が い 顕

著 に 会員率が 低 下 し て い る （5 ％ 以下 〉 の で あ る 。

4 ．雑誌 の 言説空 間

　郷友会雑誌を貫 く全体の 論調は 1加 越能人 士 の 団

結」 を謳 うも の で 、 「同 郷」 とい う語 も同郷意識 の

高 揚 を求 め、彼 ら相互 の 団 結の 強 さを 問い か ける意

味 で 用 い られ て い る。懇 親会 の 報 告 記 事 を み て も、

「歓笑 の 聲座 中に 溢 るJ な ど と会 の 盛 況 ぶ りが 伝 え

られ 、　 「同 心協力」 と 「我郷 の 勢力 を し て 天 下 に 冠

た ら しめ ん こ と」 が 再 三 謳 わ れ て い る。と こ ろが 、

果 た し て 参加 者 た ち の 本音 は ど うだ っ た の だ ろ う

か 。

　 懇親会 に 対す る 不満 の 言は 少 な か らず 見 られ る。

そ の 特徴は、第
一

に、　 「三 州人 の 欠点は 不
一

致 に あ

る 」 とか 「吾 か 県 人 の 如 く団 結 力 乏 き者 は な い 」 と

い っ た 県 民 性 へ の 言 及 が懇 親 会 へ の 不 満 と リン ク し

て い る こ とで あ る。第 二 に、成功 し た 先輩人 士 と後

に続 く後 輩 との 少 なか ら ざる確執が 存在 して い る こ

と で あ る。後 輩 は 先輩 を 「一騎 駆 け主義 」 と批判す

る背 景 に 、先 輩 か ら の 後 輩 の
“

引 き立 て
”

を 期待す

る 心 性 が あ る の だ が 、こ れ に 対 して 「前時代 を倣 ふ

の 陋 劣 見 る に 堪へざ る もの あ り 」 と冷 た い 眼 差 し を

向 け ら れ る。学歴 階梯 の
“
正 系

”
ル
ー

トが 確 立 し多

くの 上 京 青年 を 輩 出 す る とい う喜ば しい 事態 は、エ

リート予 備 軍 た ち の ネ ッ トワ
ーク を 狭 め、ア イ デ ン

テ ィ テ ィ を支え る 社会関係をます ま す 希薄 に して い

く とい うジ レ ン マ を抱 えて い た の で あ る。

　 早 急 な コ ネ ク シ ョ ン の 構 築 を焦 る 後 輩 の 心 性 は 、

新 た な 「倶 楽部 」 設 立 の 意 見 具 申 へ 焦 ら せ た が 、設

立 後 は 「倶 楽 部 は何 と な く近 っ き難 きの 嫌 な き に 非

ず 」 と失 望 と落胆 へ 転 じるの も早 か っ た。

　 そ の 後 、郷 友 会 雑 誌 上 に 繰 り返 し登 場 す る 「自己

若 くは 同流 以 外 の もの 丶 事 業 に 同情 を寄す る こ と少

く、寧 ろ 却 て 之 を排 斥 せ ん とす る 傾 向 」 とい っ た加

越 能 人 士 の 短 所 を 嘆 く 「県 人 論 」 の 多 くは 、こ の よ

うな ア ス ピ レ ー
シ ョ ン の 彷徨 と 世代間闘争の 文 脈 を

孕 ま せ て い るの で あ る。

5．まとめ

　 同 郷会 が 中央 だ け で な く地 方 を結 び、学閥、職業

ご との 差異 を乗 り越 え 活発 に 活 動 し、ま た、こ れ を

伝 え る 雑誌 記 事 か ら も、戦前 期の 同 郷 ネ ッ トワ
ー

ク

が 組織 面 の み な らず、強 い 精神的 な紐 帯 で 結ば れ て

い た か の よ うに 捉 え られ る か も しれ な い。と こ ろ が 、

会員数 の 増加 カ
ーブ を は じ め 、金 沢

一
中卒業生 の 加

入 率 も、明 治 30 年代 初頭 に す で に 高原 状 態 で あ り、

そ の 後 の 国民 国家の 統 合 度 の 高 ま り とい う時 代 潮流

と必 ず し も
一

致 して い ない 。

　 ま た 、各会員 の 郷 友会や 「故 郷 」 に 対 す る 主観的

意 味 世 界 も、む しろ 逆 に、郷 友 会 との 関係 の 希 薄 さ、

世代間 ・異業種間の ネ ッ トワ
ー

ク の 希薄 さを嘆くも

の が 多い
。

　 こ れ らの こ とか ら、同郷意識 に 基 づ く 「絆 1 は せ

い ぜ い 身 近 な学閥や 職 能 集 団 で 内 面 化 され た 程度で

あ り、近 代以 降 に 構成 さ れ よ う と し た f同郷 」 ア イ

デ ン テ ィ テ ィ は 、そ の 定 義 づ け に 腐 心 し、混 乱 を 繰

り返 しや が て 終 焉 を 迎 え て い くの で あ る 。
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