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「婦人之友」誌の 特徴と住生活関連記事の 経年的動向
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Improvement　of　the　Qua且ty　of 　Life　in
‘‘F吋in−no −Tomo ’，

　between　l　908　and 　1934 （Part　1）

　　 Character』dcs　in ‘

丁 可hl．n （レTomo ”

and 　Ghronological　Trend 　of　Rcports　on 　LiVing　Lives

Katsuyo 　KUBO
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‘‘Fujin−no −Tomo ” between　1908　and 　1934　showed 　the　following　characteriSties ．

　1＞The 　picturcs　of　the　rnOdern 　family　lives　were 　expected ，

　2）lts　 readers 　 were 　 middle −class 　women 　liVing　in　the　city ．　 But　they　were 　very 　earnest 　on 出e

improvement 　for　living　lives．

　3）Ther ¢ were 　many 　reports 　by　the　reader ，

　】3y　analyzing 　the　report80n 　11ving　lives，　the　f｛》110wing　conclusions 　wcre 　obtained ；

　 1）There 　wcre 　many 　reports 　on 　the　ways 　of 　living，　housing　view8 　and 　Hoor　plans．

　2）Although　in ‘‘Ta醇ho　Period，，

　the　modern 　livin区 Iives　were 　searched ，孟n
‘‘Showa 　Period”

電he　repOrts 　on 　the　c。 ntrivance 　increased．

　3）Aftcr　l935，　this　tendcncy 　b  came 　strong ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　January　13， 1992）
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　1． は じめ に

　大 正 デ モ ク ラ シ ー
の 文化 的高揚を 背景に ， 明治の お わ

りか ら大正 ・
昭和の は じめ に か け て ，わ が国 の 生活様式

は 大きく変容 した．

　住 宅 様式 の 変容 に もめ ざ ま しい もの が あ り，木村 は こ

の 時期 の 様子 を ， 明治末期に プ ラ イバ シ
ー

の 尊重が 主張

され，大正 初期に は 中廊下型住宅が成立 し，1920年代に

は 居間中心型住宅様式が 完成 ， 昭和に 入 る と中廊下型住

宅様式 と居間中心型住宅様式は 融合 して い く
1）

と諭 じて

い る．こ の 時期の 住宅様式の 変容過程に 関 し て は ， 専門

家の 論文や 図 集，競技設 計や 博覧会 ・展覧会な どの 作品

を分析 した もの が い くつ か 報告され て い るが，実際 に 生

活者が 住み 方や 住居観を も含め て 住様式の 変容過程 に ど

うか か わ っ た か とい う点 に 関す る報告は 少ない ．木村 は

こ の 中廊下型住宅様式 と居間中心型住宅様 式 の 融 合を

「両住 宅 様 式 の 普 及 に 伴 う 『様 式 の 弛緩』」
t ，

と説明 し て い

る．内田 は あめ りか 屋 の 商品 住 宅 を西 洋館 の 和 風化 とい

う視点 で まとめ て い る
3》．しか し ， こ の 融合の プ ロ セ ス

は ，   専門家の 理 論や作 品 が 生 活者 に お よぼす影 響 と，

  実際の 住み方や 生活者の 住居観 ， の 面 か ら さ らに 明

らか に され る必要がある．なぜ な ら，  建築 の 中 で も

住宅 は専門家 の 理 論だ けで は な く実際 に 生活す る もの の

住 み方や 住居観 に よ っ て 発展す る とい う性格が 強 く， 実

際に こ の 時期に は生活者の 積極的 ・
主体的な か か わ りが

み られ るか らで あ り，  専門 家 の 理 論 や 作品 が 層 と し

て の 生活者 に 影響をお よぼ しは じめ た時期だ か らで あ る．

　そ こ で ， こ の 研究 の 目的は 「婦人之友」誌 （以 下 「婦

人之友」） とい う
一

つ の 資料を通 して ， 住 み方 と住居 観

の 実態 を 明らか に し，これをふ まえ て 「婦人之友」読者

である主婦た ちが この 時期の 住様式の 変容過程に どうか
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か わ っ た か を 考察す る こ とで ある．

　本第一
報で は，上記の 分析を進 め る た め に 資料 と して

と りあ げた 星908年〜R934年の 「婦人之友」の 資料 と し

て の 特徴を 明 らか に し， 住生活に 関連す る記事の 内容を

経年的 に 分析す る こ とが目的で あ る．

2． 方　　法

　（D 対象年代

　1908年〜1934年の 「婦人之友」に 掲載 され た 住 生 活

関連記事を 主 な資料と し ， 補助的 に 且935 年〜1944 年の

もの も用い る．大正デ モ ク ラ シ
ー
期 を い つ か らい つ まで

とみ るか は専門家の 間で も議諭 が ある
4 ♪

が，「政 治 経 済的

に は 日露戦争の 終わ っ た 1905年か ら護憲三派内閣 に よ

る諸改革の 行わ れた 1925年まで」
5）

とみ て よい ，しか し，

本報 で は 政治経済 とい う よ りも，都市中流階層の 住生活

を み る とい う点か ら 「時期に よ り担い 手を交代 させ なが

ら次第 に 国民の 中に 根を下 ろ してい く」
e，

過程 もみ る た

め に ， 1925年 を経 て 文 化的 高揚が 生活 の 中 に 定 着 し て

い く 1934 年ま で の 「婦人之友」掲載記 事 を 中心 に み て

い く．な お ， 「婦人之友」 の 創刊が 1908年で あ る こ とか

ら ， 分析対象 は i908 年か ら 1934年まで とす る．

　（2）分析 の 視点

　住宅 ブ ラ ン と記事の内容をみ て い く．

　 プ ラ ン は 全部 で 155例 み られ る．専門家 （同潤会 8 例

を含 む）の 設計 し た もの Ot　54例，読者 で ある 主婦 の 設

計 し た もの は 75例で あ る．残 る 26例 は 設計者の 明記 さ

れ て い ない 住宅 の 紹介で あ っ た り ， 古 い 住宅の 住み こ な

し方 の 例 ・外国住宅の 紹 介 な どで ある，分析 に あ た っ て

は 生活者で あ る主婦の 設計 した もの に 注 目して．住様式

の 変容に か か わ る要素を抽出する．

　記事に つ い て 掀 プ ラ ン 分析 か ら抽出され た項 目に つ い

て 調査 し， 専門家
・記者に よ る啓蒙 の 状況 と読者が 日常

の 生 活 体 験 の 中か ら住様式の 変容過程 に か か わ っ た 実態

とを 明 らか に す る．

　lL　結果お よ び考察

　（1）　「婦人之友」 の 慨要

　且）　創刊当時の状況

　 「婦人之友」は 羽仁 も と子 が 「家庭之友」 の 編集方針

を継承 し 「家庭女学請義」を改題する か た ちで ，1908年

に 創刊 した 月刊誌で あ る．時あたか も日清 ・日露の 両戦

争を経て ， わ が国 が近代資本主義国家へ の 成長を進 め ，

都市に 働 く人 々 が急速 に ふ え て い っ た 時代で あ る，な か

で も官吏 ・教員 ・医師
・会社員な どは新 しい 階層

一都市

60

の 中流階層一を形成する ．「婦人之友」 は こ う し た 新 し

い 都市の 中流階層の 主婦 を対象 に
T）．キ リス ト教 の 思想

を 背景 に しな が ら新 し い 家庭生活像を求め て 創刊 された

「生活を考える 雑誌」
ω

で あ る．創 刊 当時の 発行 部数は 記

録が なく 「雑誌の 読者の 少な い 当時の こ と， 多分 2 〜3
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Xtf

千部 も発行 して は い ない 」
9》とい う同業者の 推察を縁 と

するほ か ない が ， 戦前 に は 6 〜 7万 部，戦後 は 12〜且3

万部を発行 して い た 10｝．

　2）　当時の 女性 や家庭に 関す る出版物の 状況

　 「羽仁 も と子一生涯 と思想」
tl）

， 「20世 紀初頭 女 性 へ

の メ
ッ

セ ージ」
12）

を参考 に ， 当時の 女性や家庭に 関す る

出版物の 状況をみれ ば ， 明治末か ら大正 に か けて は女性

解放 の 気運が 高 ま り，堺枯川 の 「家庭の 新風味」，「婦人

問題」が 出版され ，
ベ ーベ ル の 「婦人論」が 訳出 され る。

婦人雑誌 も 「女学雑誌」，堺枯川の 「家庭 雑 誌」， 「婦人

之 友 」の 前 身 とい わ れ る 「家庭之 友」が 創刊 さ れ る．

「六 合 雑誌」 は こ の 時代を 「婦人論の 再燃期」 と評 し て

い るが ， 前二 者が婦人解放思想の 強 い もの で あ っ た の に

比 し，「家庭之友」→ 「婦人之友」は よ り家庭生活に 密着

した雑誌で あ っ た ．明治 の 末 に は 「新婦 人」，「新 女 学 」，

「女学世界」，「淑女か がみ」， 「婦人 くらぶ 」， 「女子文壇」，

「婦人画報」，「婦人世界」などが あ o た とい わ れ る が，

「婦人之友」 は これ らの 雑誌と も少 し趣を異 に し て い る。

こ れ らの 雑誌が封建的家制度を肯定 して 家庭生活 に 関す

る実用的記事 と読み 物を主 な内容 と して い た の に 対 し，

「婦人之友」は 新 し い 近代的な家庭像を求 め て 発 行 さ れ

た もの で ある．大正時代 に 入 る と 「婦女界」， 「主婦の 友」，

「婦人倶楽部」な ど発行部数 4ひ｝60万部を誇 る大衆的 な

女性誌が 次々 創刊 され，「婦人公諭」 も出 る．「婦人之

友」も大衆性 と啓蒙性 を め ぐっ て 岐路に 立 た され る が，

結局ある程度大衆性を 無視 して も理 想を掲げて すすむ こ

とに なる．「日本婦人問題資料集成 」の 編集者 丸 岡 秀 子

の 「観念 に 堕せ ず技術に 停滞せ ず読者 との 協同に よ っ て ，

そ の 主 張 を生 活の 中 に 実現 して ゆ く， こ の 実験精神 こ そ

羽仁も と子 の 原点 で あ っ た 」 とい う評は 「婦人之友」の

特徴を よ くあらわ して い る．

　 3） 掲載記事の 特徴

　 記事の 内容 に は，い くつ か の 特徴が ある ．

　 i）い ち ばん大きな特激は ， 「近代の 家庭が 要 求す る

主婦」（1911），「生活改革を主題 と しての 座談会」（1930）

な ど，羽仁もと子の 思想を反映 して 近代的 ・合理 主義的

な家庭生活像を求め て い る こ とで ある．

　 ii）二 番 目に は家庭生活の あ り方や女性 の 生き方に か

か わ る こ と，衣 ・ 食 ・住 の 問題や 家計の 合理 的 な運営 ，

（ln4）
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保育や子育 て などの ほ か 時事問題，文芸 まで 広範 な 内容

を 含 ん で い る こ とで あ る．「生活 を考え る雑誌」 と い う

以上 に 女性 の ため の 総合雑誌 とい う性格が強か っ たもの

と思わ れ る。こ の た め ， 住に 関 して も単 に技術的な側面

だけで は なく， 住 み方や住居観を採取 で きる．

　 丗 ）そ し て三 番 目に は，社会状況 と くに 社会経済的 な

状況 や戦争の 影響を強く うけ て，内容が時代と ともに 変

化 して い る こ とで あ る．創刊当初 の もの は，「質 素 な る

米国 の 家庭」（1909），「英国の 家庭生活」 （1909），「理 想

の 生活」（羽仁 もと子 ： 1908〜1909， 1911）， 「良家 風 良

習慣」（且908）な ど外国や わ が国 の 生活 を紹介 した もの ，

「心得」，「……の を しへ 」， 「家政問答」など啓蒙的 な性

格の 記事が 目に っ くが ， 大正か ら昭和初期 に か け て は，

「今後の 社会は すべ て の 婦人 に 職業を 要求す る 」（且913），

「普通選挙 の 話」（吉野作造 ： 192D ，「男女 共学 問題」

（1921），「自由恋愛と自由離婚」（1922），「婦人参政権」

（らい て う ： 1927），「家庭婦人 の 社会的進 出」（1929） な

ど社会性 の 強い もの に な り ， 家庭生活 の 扱 い 方も 「文化

生活特集号」（且921），「家庭の 民衆的改造」（1921），「我

らの 描 く新家庭」（且92D な ど， 進取 の 気鋭 に 満 ち た も

の となる．さ らに 「バ ラ ッ クに セ
ッ ト ゥ ル して 」（1924），

「一村挙 っ て台所改善を 」（1929），「小学校改良案
一

校長

の な い 小学校」（且930），「五 軒が 共同 し て 炊事 を す る 私

た ち 」（19SO） な ど，具 体的 な 生活改善 の 経験 が と り あ

げ られ る．しか し，昭和も十年代 に 入 る と，史 上 の 女 性

の 最初に 「神功皇后」（1935）が登場 した り ， 「良国民 に

なりま せ う， 大国民 に な りませ う」 （1936），「国 土 安穏」

（羽仁もと子 ： 19S7）， 「戦時下家庭生 活読本」（1942） と

戦時色 の 濃い もの とな っ て い く．家庭生 活 に っ い て も

「生活 の 隅 々 か ら無駄をな くそ う」（1937），「非常時対策

生活革新の 実例」（艮937），「非常時家 計体 制」（1938），

「よ き国 民 食 よ き国民服」（19“ ） な ど，新 しい 生活を 求

め る とい う雰囲気は み られな くなる．全体 の 頁数 も少な

くな り， 1944年に は合併号もみ られ る よ うに なる．

　iv）啓蒙的な 性格が強い こ とも 「婦人之友」 の 性格で

ある．思想家や専門家 が 直接執筆に あた っ て い る．当時

の 女性 は ， 書物や新聞に 親 しむ とい う機会 も少なか っ た

で あ ろ うか ら，「婦人之 友 」 は 情報源 として ，現在 の
一

女性誌 とし て の 「婦人之友」 とは 比 較 に ならない ほ ど大

きな役割 を も っ て い た もの と考 えられ る．住生活 の 面で

も． あめ りか屋 の 橋 ロ 信 助 が 1916年に 「主 婦 層 も読 め

る家庭雑誌 の 香 りの す る住宅専門雑誌」
13｝

とし て 住宅改

良会機関誌 「住宅」を発刊す るほ ど， 当時 の 住生活諭議

は 専門家だ け の もの だ っ た の で ，「婦人之友」が 専門家

に よ る啓肇記事だけで は な く，主 婦 の 体験や 設計 プ ラ ン

ま で を議論 し て い る こ とは ，発行部数もそれ ほ ど多 くな

く， 広が りも大 きくは なか っ た か もしれ な い が ， 住生活

の 問題の 議論に 生活者が直接参加する とい う点で，意義

あ る もの だ っ た と思わ れ る．

　4） 読 者 層

　読者 の 層 に 関 して は ， 前述 の 「羽仁も と子 」
14 ，

や 「r婦

人之友』 の 家計記事に よ る 読 者 層 の 属性 に 関 す る検

討」
15⊃

に 詳しい が，その 特鐵は い くつ か に まとめ られ る．

　 の 第一の 特徴は読者層 の 主流 が都市 の 中流階層で あ

る とい うこ とで あ る．大正 期 以降，読者層の 幅は 創刊時

よ り少 しずつ 広が っ て い くが，都市の 中流階層が主 た る

読者層で あ る とい う点で は
一

貫 して い る．記事の 表題 も

「質素な る中流の 家庭に 要す る家具一覧」（1909）， 「中流

の 衣 食住 の 特集」（且9且2）．「中 流 の 衣 食住 は か く改 め た

し」（1914），「中流 の 住宅 は い か に 設計すぺ きか 」（1916）

な ど中流を意識した もの が多い ．経済的 レ ベ ル に つ い て

は 「主 婦之友」読者 よ り少し高い
16〕

とい う報告 もあ る が ，

経済階層や職種や 学歴の 面 で 「主婦之友」 な どの読者と

「婦人之友」 の 読者 に そ れほ ど大 きな差が あ っ た と は 思

われない ．「主婦之友」 は 小学校卒業程度 の 学力で わ か

る こ とをめ ざ した とい わ れ る が，「婦人之 友」 に も
“
る

び
”

がふ っ て あ る．

　 ii）　「婦人之友」読者は む しろ ， もと子 の 思想を 受け

とめ た精神的態度
17》

に 特徴を もっ て い た と考え られ る．

後 （1930年）に 「全国 友の 会」を組織 し ， 独 自の 生活合

理化運動を進め る ほ ど研究的 ・実践的な生活姿勢と エ ネ

ル ギーを も っ た層で あ っ た．「婦人之友」読者は 中流 階

層の 中 で も生活の 近代化や合理化に 熱心 な一部の 層で あ

っ た とい え る．

　m ）三 番目に は 彼 らの 住宅規模が 「中流住宅」 の 規模

とほ ぼ
一

致 し て い る こ とで あ る．「婦人之友」に 掲載 さ

鞍

徽

拙

1欧

欧

（1225）

一9．91b19 、92e −eg．93e −se．94e −re．9   、96e −eg．9 　 符

　 　 　 　 　 　 　 　 　 坪

　 　 　 　 　 　 圀 耳門家 圜 読者

　 図 1．設計者の種類別住宅規模の 分布
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9日

聞

衵

6臼

田

姻

銅

踟

旧

　

　

　

　

坪

1geB　■0　　12　　監4　　 16　　18　　2日　　差 　　24　　26　　28　　細 　　　鐙 　　34
　 91 盲 131517 旦921232527293133
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年

　 　 　 　 　 　 　 　圀 1鬥喙 圜 読者

　 図 2．年代別 ・設 計 者 の 種類別住宅規模

れ て い る住宅 プ ラ ソ （極端な簡易住宅や特殊な大邸宅 を

除 く） の 規換 は 図 1 ， 図 2 に示す とお りである．

　専門家 の 設計 した もの は 6．7坪 の 簡易住宅 か ら 76坪

の 大邸宅 に お よ ぶ が 平均は 31，9坪 で あり，読者 の 設計

した もの は 9 坪か ら81坪まで で ， 平均 32 　O 坪で あ る．

全体 の 平均 は 31，9 坪で あ り， 専門家 と読者 に よ る 規模

の 差 は ほ とん ど な い ．こ の うち 70坪を こ え る大 邸 宅 は

5 例，15坪 に み た ない 小住宅 は 6 例 あ る が ， そ れ らを

除 い て もそれぞれの 平均は 3且．O 坪 ， 3L8 坪 とな る．年

代別 に もば らつ きは あ る もの の 諭ずる ほ どの 傾向は み ら

れ な い ，大正 ・昭和を通じて住宅改良 の 最大の 対象 とな

っ た
1s）

「『中流住宅』 の 中核は，30坪前後」
19）

で あ り，

「婦人之友」掲載住宅 プ ラ ソ の 規模 は ほ ぼ こ れ に 一致す

る とい うこ とが で きる．

　生活者が実際の 生活 の な か で 住様式 の 変容 に どうか か

わ っ た か を み て い くとい う目的の た め に は ， さ らに 広範

な生活者 に つ い て 検討す る必要が あ り，「婦人 之友」の

読者の み を対象 に す る とい うこ とは ，

一
つ の 限界 で は あ

る．しか し，「婦人之友」 の 読者層が 当時の 住様式 の 変

容過程 に か か わ る一つ の エ ネ ル ギ ーであっ た こ とは考え

られ る．

　 （2）　 「婦人之友」 に み られ る 住 生活関連記 事

　 1）　住生活関連記事 の 割合

　住 生活関連記事 は 全部で 554 件 （1802 頁）あ り， 「婦

人之友」の 記事全体に 占め る割合 は 微 々 た る もの で ある．

頁数 の 割合 を み る と （図 3），年に よ っ て多少の ば ら つ

きは あ る が ， い ち ばん多い 年で 6％であり，年に よっ て

は 1％に 満た ない もの もあ る．1920年に 極端 に 少な い

（理由は わ か らな い ） こ とを除けば大正年間 に は 住 生活

関連記事 の 割合が比較的多 く，昭 和 に 入 る と少しず つ 滅

りは じめ
， と りわ け 1935 年以降は 少なくな る （1903 年

か ら 1910年に つ い て は総頁数が調査で きて い ない ）．
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図 4．住生活関連記事 に 占め る内容別頁数の 割合

　2）　住生活関連記事の 特議

　記事全体に 占め る住生活関連記事の 割合は 決して多く

は ない けれ ど， 記事の 内容が 単なる住宅の 外観 の 紹介や

掃除 や 整理整頓 の 仕方 ・設備 に 関す る知識 とい っ た よ う

な もの ば か りで は な く，プ ラ ン や 住み 方 ・住居観をとお

して 住様式の 問題に 言及 し た もの が多い ．こ の 点 も 「婦

人之友」の 特像であり， こ れを分析対象 に 選 ん だ理由の

一つ で あ る．

　3） 住生活関連記事の 内容別 の 経年変化

　記事の 分t だけ で は な く， 扱われ て い る内容も経年的

に 変化 して い る （図 4）．

　住生活関連記事 の な か で ， 住宅 プ ラ ソ ・住み 方 ・住居

観 な どが採取 で きる もの を ，　 a ．住様式　の 記事と して

本研究の 主 た る分析対象 と し た．住生活関連記事全体に

占め る　 a ．住様式　の 記事 の 比率は か なり大 き い が ，

経年的に は 1935年をす ぎる と， そ の 比率 は 急に 少な くな

る．この 研究 の分析対象を 1934年まで と した大 きな理

由で あ る．残 りの 記事を ， b．保健 ・衛生，　 c ．台所 ．　 d．

他 の 設備， e ，イ ソ テ リ ア ・照明 ・家具 ，
　 f．住居管理

・

掃除 ・整理 整頓，9 ，住宅 の 工 法 や 構 造 に 関 す る 技 術 的

な 問題，h．住居費 ・
住宅間題，　 i．都市問題 ， 」．他 ・

（1226）
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住生 活全般に わ た る もの ・分 類不 能 の もの ， に 分類 した

が，f．住居管理や掃除 ・整理 整頓　に関す る もの は a ．

住様式　の 記事 とは 逆 に 1935年 こ ろ か ら多 く な る．内

容も初期の もの は 和風住宅 の 管理 の わ ず らわ し さを 問題

に して い る が，しだ い に整理整頓の 仕方に 片寄 っ て い く，

1935年以降の もの で は 「隅か ら隅 まで 徹底的 に 整 理 さ

れ た 家」（1936），「無駄無 し の 家 ・生活の 端 々 に 細 か な

工 夫 」（1937），「整理下手の 家の 整理 手ほ ど き」（1942）
な ど工 夫を 重視す る もの が 多 くな り，時代 を 反 映 し て

「非常時対策生 活革新 の 実例」（1937）など とい う記事が

ふ え て い く．b．保健衛生，　 c ．台所や d ．設備，　 e ．イ ン

テ リア ・
照 明 ・

家具 の 項 目などに つ い て も同様 の こ とが

い え る，創刊当初か ら大正時代の もの は新しい 生活様式

を積極的に 求め て い く姿勢が強い の に 対 し，昭和 に 入 る

と工 夫 に 関す る もの が多 くな り， と くに 昭和十年代以降

は 「最 も無駄 の ない 能率的な照明を」（且939）な ど 工 夫

に 終始す る，

　 4）　住 生活関 連 記 事 の 形 式

　　「婦人之友」 の 記事 は著老別 に 大きくつ ぎの 三 つ に 分

けられ る．

　 の 読者の 記事

　　「婦人之友」 の 大 きな特徴 と もい える もの だ が，読者

（お もに主婦）の 投稿記事 が 多い ．且58 件 434．4 頁 に お

よぶ ．実 践 的 な生 活 研究を 進め て い る 読者が 多 く，そ の

体験を 交流す る もの が多い ．編集部 も 「読者 と懇親を結

び ， お 互 い に 家庭 の こ とを研究 した い 」　
to， と投稿欄 ・相

談欄 ・競技課 題を設 け て い る．ま さ に 「読者 との 協同に

よ っ て 生活 の な か に 実現 し て い く実験精神」
2D

で あ る．

住生活関連 だ けを あげて も 「住 み よ き家 の 間取 り 図」

（1914）， 「何ん な住宅 が 欲 しい か 」（1921），「理 想 と実際

の 小住宅」（1922），「住宅建築問答」（1923〜1924）， 「台

所の 工 夫い ろ い ろ」 （且928），「理 想の 我が 家」（tg33）な

どの 企 画 が み られ る．本 研 究 は 生 活 者 で あ る 主 婦が ， 日

常の 生活 の 中で の 検証 を経 て 新 し い 住様式の 形 成に ど う

か かわ っ た か を み る こ とが 大きな目的で あ る た め，「読

者」 の 記事が 重要 な意味を もつ ，また ， 記事の 中に ，主

婦が 設計 した プ ラ ン が た くさん み られ る こ とも 「婦人之

友」の 特徴で あ る．こ れも 「婦人之友」を分析対象 に 選

ん だ大 きな理 由で あ る．

　 ii）専門家に よ る 記事

　専門家に よ る啓蒙的な記事 も充 実 し て お り ， 142 件

576 頁 に お よぶ ．著 名 な建 築 関 係 者 だ け を あ げ て も 橋 ロ

信助 ・伊東忠太 ・佐野利器
・
大熊喜邦

。
遠藤　新

。今和

次郎 ・市浦　健など多彩な顔ぶ れで あ る．当時の 住生活

に 関 す る専門家の 啓蒙の 状況を知 る とい う点で も貴重な

資料で あ る．

　丗 ） もち ろ ん 記者に よ る新 し い 住宅 や住生活の 紹介 ・

提案記事も多 い．254 件 792 頁 で ある．

　 4， 嬰　 約

　 大正 デ モ ク ラ シ
ー
期の 住生 活の 実態分析を とお し て ，

生 活 者 で ある 主 婦 た ちが ，住様式 の 変 容 過程 に ど うか か

わ っ た か を 考察す る とい う目的の た め に，こ の 時 期 の

「婦人之友」 を分析 した．「婦人之友」 は つ ぎの よ うな特

後 を もっ て い る．

　 1）　「婦人之友」は 近代的な家庭生活像を求め て お り，

新しい 住様式の 創造に 積極的に か か わ ろ うとす る姿勢が

み られ る，

　 2）　「婦人之友」 の 主 た る読者層 は 都市 の 中流階 層で

あ り， 彼 らの 住宅規摸は 「中流住宅」 の 規模 とほ ぼ一
致

す る．し か し，「婦人之友」の 読者は 精神 的 態 度 の 面 で

特徴を も っ て お り，中流階層 の なか で も 1930年 に 「全

国友の 会」を組織す る ほ ど，生活の 近代化 ・合理化 に 積

極的 ・研究的姿勢を示 し，実践の エ ネル ギーを もっ た も

の が多か っ た．

　 また ， こ の 時期の 住生活関連記事に 関 して は っ ぎの よ

うに い え る t

　 1）　記事全体 に 占め る住生活関連記事 の 比率 は決 して

多 くない が ， 住宅 プ ラ ン や住 み方 ・住居 観 に 言及 した も

の が 多い ，

　2） 読者 の 投稿記事が 多い の で ， 生活者 で あ る主婦の

家族本位志向 ・簡素化志向な どの 住居観 が採集 で きる．

　3）　「婦人之友」は社会状況 に よる影響の 大きな雑誌

で あ る．大 正時代に は新 しい 近代的な住様式 を志向す る

もの が多い が ， 昭和に 入 る と工 夫に 関す る もの が多くな

る．1935年以 降は こ う した傾向が ますます 強 くな り，

新 しい 生活を 求め る とい う雰 囲 気は み られ な くな る．

　資料収集に あた り， 福岡教育大学秋山晴子教授の ご協

力を い た だ きま し た ．深謝 し ます．
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