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大正期 の 新 中間層 にお ける 主婦の 教育意識 と生活行動
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　This　paper 　deals　with 　the　housewives　in　the　new 　middle 　class 　of 　the　latter　Taisho　Era　with 　a　view

to　clarifying 　relations 　between 　the 　education 　consciousness 　toward　their　children 　and 　their　living　be−

havior．　For　this　purpose，　the　women もmagazine
‘Shufu−nQ −Tomo ’

of　the　time　was 　analyzed ．　It　became
clear　that　housewives’educational 　concern 　was 　directed　to　disciptine，　influence　of 　the　living　environ −

ment ，　study 　at　schooL 　school 　expenses ，　and 　chldren も will　to　study ．　The 　con ⊂ ern 　for　discipline　and 　en −

vironmental 　influence　promoted 　their　active　child　care　while 　the　concern 　for　environmental 　influence，
study 　at　schooL 　school 　expenses ，　and 　children も will　to　study 　promoted 　the　housewives ’

active 　house−

hold　work ．　It　may 　be　concluded 　that　the 　housewives　found　educationa 且meaning 　net 　only 　in　child　care
but　also 　in　household　work ，　eventually 　forming　a　pattern　of　their　living　behavior　that　the　keener　were

they　on 　children も education ，　the　more 　active 　they 　became　in　household　work ．
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　1．「緒　　言

　我が 国 に お け る 主婦 の 誕 生 は大正 期で あ る と され る ．

特に第一次世界大戦後，新中間層 の 本格的 な階層形成

に伴 い 主婦が誕生 した とい うの が今 日の 定説 で ある．

本稿 の ね らい は大正期 の 新中間層に形成さ れ た 生 活意

識が主婦の 生活展開の あ り方に どの よ うな影響を及 ぼ

した の かを探る こ とに あり，従 っ て それ は我が 国 に お

ける主婦生活の ル ー
ツ に迫る試みで もあ る，

　「主 婦」 に は，一
家 の 家事宰領権 を もつ 「女あ る じ」

を指す用法もあ る が，本稿で は ，産業革命を契機とす

る公私の分離及び性別役割分業 の 固定化と と もに誕生

した，家庭に お い て 上質の 労働力を再生 産する役割 を

担う既婚女性を指す用語と して 用 い る，

　新中間層とは 日露戦争後に お け る 日本資本主義 の 帝

国主義段階 へ の 移行期，社会構成 の 中間部分 に新 た に

登場 し，第
一
次世界大戦後の大正中期以降，本格的に

増大 し階層形成 を始めた社会階層 を指す
料 ．各種統計

資料か らの推計に よれ ば，新中間層 の 全人 口 に占め る

割合は 第
一

次 世界大戦後 に 4〜8％程度 を占め，昭和

初期に か けて の 時期 に，特 に 都市部 で 先駆け て 増加し

た もの と把握され る （南博 社会心理研 究所 1965；門

脇 1988）．従っ て彼らは全 人 口 の 1割に も満た ない 少

＊1
新 中 間 層 は論者 に よ り多様 な性格規定が な さ れ て き

　 た が ，それ ら を 整理 した 寺出 （1982，36） の 規定 に

　従 い ，本稿 で は 新 中 間層 の 基本 的性格を，．  労 働 形

　態で は 頭 脳 労働 ，  所 得 形 態 で は 俸 給 ，  社 会 1砦級

　上 の 位 置 で は 資本 家 と賃労働者 の 中 間，  生 活水準

　 の 位 置で は 中 位，とい う四 点 とす る．
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数階層 で あっ た こ とに な る．そ れ に も関 わ らず新中間

層に 注目する 理 由は ，当時，彼 ら は文化生 活の 担い 手

と して ，あ る い は 大衆 消費社会 に お け る 消費 リ
ー

ダ
ー

と して ，他階層 か らキ ャ ッ チ ア ッ プ され るべ き日標

（寺出 1999，110） とされ，彼らの 生活 は人 々 の モ デ

ル と さ れ る とともに （沢山 1995，150），彼 ら の 生活

様式や 生活構造は今目 の我々 の 生活に連な る近代的都

市 生活の 原型 （門脇 1988，214 ；寺出 1994，396）と

目される点にある，

　 しか し新 中間層の 量 的拡大 とともに，彼 らの 内部で

は 二極分解が進行 しでい く，民間企業で は経営の 近代

化の なか で大卒の エ リート高級社員 と現場の 下級社員

とい う区分 が，官界で は 上級官吏の 勅任官 と下級判任

官とい う区分が存在 し
’ Z
，下級社員や 下級官吏などの

低所得層は 「洋服細民」，「月給取 り」，あ る い は弁当

を腰 に 下 げ て 通 勤す る姿か ら 「腰弁」 ともよ ば れ ，半

ば 揶揄 され る 対 象で もあっ た （横澤 2002，104），そ

して少ない 収入 に も関 わ らず，地位相当の 生活を維持

する ため の 彼 らの 努力は，新中間層の 「生活難」（小

路田 1989，65）を引き起 こ す こ とに もな っ た．

　そ れ で は新中間層 の 主婦の 生 活は どの よ う な もの で

あ っ たの だ ろ うか．
』
従 来の 研究 で は新中間層世帯の 家

計支 出構 造 （寺 出 1982；千本 1990），住生 活空間

（町田 1986；西川 1990），家庭文化 （沢山 1995），家

事労働様式 （大森 1981；町田 1984）等が明 らか に さ

れ て きた が ，主婦の 生活を生活行動の 次元で 明らか に

した研究 は管見 の 限 りで は ない ．そ こ で 本稿 は 主婦 に

よっ て 語 られた生活体験記事をも と に，、そ こ に示 され

た彼女 たちの 生活意識 と生活行動 の あ りよ うを家族 と

の 関係を視野 に 人 れ つ つ 分析する こ とを目指す．既述

した よ うに 新中間層の 生活は我 々 の 生活の 淵源で あ り，

上記課題 に 迫 る こ と は 、今 日に お け る 主 婦 とい う存在

の 意味を考えるうえで も大 きな示唆が得 られる もの と

考え る．

‡．2 統計 か ら各層 の 構 成 割合 と俸給格差を確 認 す る と

　 （大 原 社 会 問 題 研 究 所 1968），大 正 12 年 の 総 官 吏 数

　37万 9，370 人 の うち上 級官吏 は勅任 官 1，468 入 （0，4
　 ％ ），奏任官 3 万 2，738 人 （8．6％ ），下 級 官吏は 判

　 任官 16万 7，890 人 （44．3％ 〉，雇 人 17 万 6，874 人

　 （46．6％ ） で あ る ，年 平 均俸給 額 は 文 官 で 勅 任官

　 6，386．73円，奏任官 2．611．23 円，判任官 829．99円，

　雇人 489．17円 で あ る，つ ま り上 級 官吏 は 総 官吏数 の

　 9％ に 過 ぎず ，残 りを構 成 す る下 級 官 吏 は 新 中 間層 の

　生 活水準 を維持 で きる最 低 の 給 与水準 に あ っ た とい

　 え る，

　分析の 手掛 か りと して ，本稿 で は新中間層 の 「教育

家族」として の 性格，即 ち，学校教育に 強 い 関心 を 寄

せ ，子 ど もを人並 み 以上 に 育 て る こ と を家族 の 主要価

値 とした点 （沢山 1990a，108）に 注 目す る．彼らを

特徴 づ け る ，我 が 子に対す る高い 教育的関心 は ，主婦

の 生活に大きな影響力を及 ぼ し た と考え ら れ る か ら で

あ る．こ れ まで の研究に お い て は 「教育家族」 と して

の 新中間層 に つ い て ど の よ うな こ と が 明 らか に され て

きたで あろうか．

　「教育家族」 として の 新 中間層 の 性格 は，彼らの 出

自との 関係が 深い ．新中間層は共同体の解体 と産業組

織お よ び行政機構の複雑化，大規模化が必要に応 じて

都市に 集積 させ た人 口 に よ っ て 構成 され る （竹村

1980，45 ；中川 1985，81）．生産手段を私有せず，旧

来の農村社会に み られた地縁 ・血縁関係 ももたな い 彼

ら は個人 的努力，学業，能力に よ っ て 地 位 を切 り拓 か

ね ばな ら ぬ存在で あり （沢山 1990a，109），学力と学

歴 をつ けて い くこ とが，よ りよ い 生活，子どもの 幸福

に つ なが る と考え た の で あ る （沢 山 2000，119）．ま

た 「教育家族」の 形成 は，学歴社会 の 成立 とパ ラ レ ル

な 関係に あ る．新中間層が 階層形成 し た時期 は ，求職

や初任給に学歴が反映され 始め，よ い 生 活が 送 れ る か

・否かが学歴 に規定される こ とが目に見え始め た 時期で

ある （南博社会心理研究所 1965，193）．家柄 ・財産

をあて に 出来ない 新中間層は，よ りよい 生活の 保障は

学力 ・学歴 に あ る とす る学歴 主義に傾倒 して い っ たの

で ある （沢 山 2000，109）．こ うした性格を もつ 新中

間層 で は ，明確な性別役割分 業を前提 として，母親こ

そが子 ど もの 意図的な教育の 責任を負っ て い る と い う

意識が強くみ られ る
一

方で （広田 1999，54），父親に

期待され る子 どもへ の 関与が子育て ，教育 とはみなさ

れ な くな る 傾 向が 進み （沢山 1990b，139），家庭 と

い う閉ざされた空間 の なか で 母親自身の 自己実現要求

を併せ持 つ （沢山 1990b，148），母親 を担 い 手と し

た家庭教育が学校教育を強 く意識 した もの と して 展開

さ れ て い っ た （広田 1999，55），だが大正期以降，新

中 間層 の 大衆化 と学力競争激化 の な か ，新 中 間 層 内部

で 上昇する層 と上昇で きない 層 との 上下分解が 生ず る

に伴い ，新中間層の 母親た ちの なか に は学歴主義 だけ

で は ない 新たな意識 が 芽生 え始 め る ．学力競争の なか

で は必ず しも我が子が勝者 に なれない こ と を意識 し始

めた母親たちは，
一
方で よりよい 生活 を切 り拓 くため

の 学力 の 価値 を認 め なが らも，もう一
方 で は 子 ど もの

純真さや 無垢 と い う教育以 前の 童心 の 状態 を 賛美す る

28 （480）
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とい う， 学歴主義 と童心主義とい う矛盾 した心性を併

せ持つ ように な っ て い っ た （沢山 ユ990a，125），

　以上 が 示す とお り，こ れ まで の 研究 で は 主 に新中間

層 の 母親たちの 子育てに対す る考え方や 関与 の 仕方 と，

そ こ か ら導き出 される教育意識 の 諸相が 明らか に さ れ

て きた とい え る．そ こ か ら浮 き彫 りに さ れ る の は ，閉

ざされた家庭の なか で孤立 した母親た ちが ，学校教育

に 強 く依存 しつ つ
， 深 い 愛情 と濃厚な我が子意識 に支

えられ，家庭 にお ける教育責任者 と して の 自覚の もと

に 熱心 に我が子の 教育に 関わ る様で あ っ た ，しか し意

識の うえ で は我が 子 の 教育に強 く規定されつ つ も 、、実

際の彼女た ちの 生活行動 は さらに多様な展開を見せ て

い た と考えられ る．そして その多様性は子育て ・育児

に関する資料に で はなく，彼女た ち自身の 生活 を綴 っ

た資料 の なか に こ そ見出す こ とが で きる の で はない か

と思われる．

　そ こ で本稿で は新中間層の母親 （以下 で は統一
して

「主婦」を用 い る ）の 生 活体験記事を 内容分析す る こ

とに よ り，子 ど もの 教育に対す る関心が どの ような生

活意識 を伴い ，どの ような生活行動に つ なが っ て い た

の か を検討 し，新中間層の教育的関心が 主婦の 生活展

開に どの ような関わ りをもつ もの で あ っ た の か を明 ら

か に す る ．但 し後 に 示す とお り，本稿で扱 う事例は少

数 で ある．そ こ で 特に 主婦の 教育意識 に つ い て は従来

の 豊富な研究か らの 知見を援用 しつ つ 分析する こ と に

よ り，量的限界 を補 うこ とに した い ．

　 2．方　　法

　（1） 分析資料と性格

　上記課題 に 迫る資料 と して ，本稿 は 第
一

次世界大戦

後 か ら大正期末まで の 期間に刊行された雑誌 『主婦之

友』 （主婦之友社刊） 第 3 巻 1 号か ら第 10巻 ユ2 号

（大正 8〜15年）
＊3

に お け る
， 新 中間層 の 主婦の 生活体

験記事を用 い る．

　以下 で は 分析 に 用 い る 『主婦之友』の 性格に つ い て

確認 して お く．

　大正期は女性 ジ ャ
ー

ナ リズ ム が明治後期以降 の 女子

教育の 普及 と向上 を背景 に 大 きな市場 を獲得 した時期

に 相 当す る，特 に相次 い で 創刊 さ れ た婦人雑誌の な か

に お い て，『主婦之友』（大正 6年創刊）は 「実用派」

雑誌の 代表で あ り，「教養派」 を代表す る 「婦人公論」

と と もに大正期 の 婦人雑誌ジ ャ
ーナ リ ズ ム の 二大潮流

’3
但 し 1923年 12月 号 は欠 落 の た め 除く．

を牽引 した とい わ れ る （岡 1981，106）．

　『主婦之友』 の 発行部 数 は 大正 6 年 の 創刊号 （3 月

号〉で 1万部で あ っ たが，大正 9 年に は 「当時の 雑誌

界で第 1位 の発行部数を確保する」（主婦之友社 1967，

77）まで の 大衆雑誌 へ と成長 した ．大正 14 年度 に お

け る全婦人雑誌 の 新年号の 総発行部数が約 120万部で

あっ た と されるなか に あ っ て （前 田 200L　 217），『主

婦之友』の 発行部数は大正 13年頃 に は 23，4 万部を

数え たと さ れ る か ら （講談社社史編集委員会 1959，
609），同誌 の 発行部数 は全婦人雑誌の それ の 2 割弱を

占め て い た計算に なる．

　当時の膨大な婦人雑誌の 発行部数を消化 した 層 は ，

大正中期以降飛躍 的 に増加 し婦人雑誌を購読で き る
一

定の 生活水準と教育水準をク リ ア した新中間層が 中心

で あ っ た とさ れ る （前田 2001
，
225）．「主婦之友』が

新中間層 の 主婦 を読者 と して 大量 に 獲得 し得た理由は，

同誌 の 性格が当時 の 彼女たち の 生活か ら生 ずる要求に

適合的で あ っ た とい う点にあろ う．そ の 要求と は
，

t
第

一
に新中間層は新た に形成され つ つ あ っ た 階層 で あ り，

主婦は夫が 稼 ぐ俸給 とい う限 られた範囲内で 生活に必

要な全 て の 物資を商品と して購入す る とい う新 しい 生

活様式に対応す る ための 新たな生活技術 を必要と して

い た とい う点，第二 に新中間層 の 主婦は小規模な核家

族 の
一員で あ り，彼 らは意識 の 上で は故郷の親た ちと

離れが た く結び つ い て い た と し て も日常生 活 に お い て

は実質的に社会的な孤立を余儀 な くされ て お り，生活

技術の 提供者や 自らの 準拠集団を必要と し て い た とい

う点 で あ る （木村 1992，246）．

　『主 婦之友』の 編集側が 想定 した読者層 もまた，そ

れ まで 婦人 雑誌市場 に 登場 す る こ と の 少なか っ た 「中

流 家庭 の 主婦」 で あ っ た ．
“
結婚 した ら主婦の友

”

を

キ ャ ッ チ フ レーズ に 「家庭 を営んで い る婦人」の 実生

活で の 要望に応える こ との で きる内容に焦点 を しぼ っ

て編集され た （主婦之友社 1967，41）．従 っ て内容は

「生活 に 密着 した，所帯 じみ た，ヌ カ ミ ソ く さ い 」実

用性 を売 り物 に し （主婦之友社 1967，49），程度 は

「小学校卒業程度の 学力で 理解で きる ほ ど の ，や さ し

い もの 」とする こ とが モ ッ ト
ー

とされた （主婦之友社

1967．　51）．

　以上 か ら，「主婦之友』 は 編集側 の 射程 もまた 実際

の 読者層 も新中間層 の 主婦 で あ っ たと考える こ とが で

き，さらに同誌 は膨大 な発行部数を誇る大衆誌で あっ

た こ とか ら，当時 の 新 中間層の 主婦をめ ぐる 状況 を把

握す る う え で 相応 しい 資料 とい え る．
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　（2〕 分析記事の選定

　分析対象記事 は 以 下 の 基準 に 従 っ て 選定す る，

　まず内容 の 選定基準 につ い て ， 『主婦之友』 の 記事

を内容 によ っ て 大別す る と，  体験 談 （ふ じ子 「寡

婦の努力に よつ て築き上 げた る我が 家の 歴史」3巻 1

号な ど），  ル ポ ル タージ ュ （記者 「持病 を治 して 十

歳も若返 つ た 七十 三 の 老婦 人」 3 巻 2 号 な ど〉，  評

論 （田 川大吉郎 「婦人は総 選挙を如何に見る か」8 巻

5号 など〉，  読者 の 主張 （「結婚に対する処女の 要

求」 4 巻 1 号 な ど），  伝記 （緑園生 「乃木大将夫人

の
一

生」4 巻 5号な ど），  小説 （久米正雄 「破船」6

巻 9 号 な ど）、  娯楽読 み 物 （田 中 比左良 「活動女優

訪 問記」7 巻 1号 な ど〉，   生活技 術記事 （松 田清子

「男 了用 半 ス ェ
ー

タ
ー

の 編方」8巻 1号な ど），  生活

啓蒙記事 （竹野芳次郎 「赤坊 を育て る 母親の 心得」4

巻 1号など），  内職案内 （本誌記者 「有望に なつ た

毛 糸編物内職 案内」 7 巻 11 号な ど），  家計簿紹介

（「俸給生活者の 家計実況」6 巻 3 号な ど），  身の 上

相談 （「夫婦選択の 問題 に 迷 へ る男女の 為の相談会」9

巻 4 号 な ど），  運命判断 （船井梅南 「婦人 の 運命判

断」 3巻 1号 など〉，  読者 の 声 （「誌上倶楽部」）， 

読者の 質問 （「台所知識相談」な ど），に分 類 で きる．

　こ れ らの うち，「書 き手もし くは 語 り手が 本人 の 実

生活 に つ い て 言及 した 記事」を規準 に 記事 を選定する．

従 っ て 上記分類の 「  体験談」 は 全 て 内容 の 基準 に

合致する が，それ以外の記事で も上記基準 に合致すれ

ば採用する ．

　次 に 記事 の 書 き手 ・語 り手 につ い て は
， そ の 者 の 階

層が新中間層で あ り，かつ 家庭 内 の 地位が主婦 で あ る

こ とが 明確で あ る こ とを選定基準 とす る．「新 中間層」

を見極 め る基準 として は ，記事 の な か に は 生活水準が

不 明確な もの が多い ため，夫 の 職業 また は 所得 形態

（俸給）を採用する．また 「主婦」は前述 の 用法に沿 っ

て 「家庭外で の 職業をもたず，家庭に お い て 主 と して

家事労働 に 従事す る有配偶女性 」と規定 し
，

こ れ を 基

準に見極める こ ととするが，特 に夫が家庭 の 外 で 働 き

妻が家庭 で 家事 を担 う と い う近代 家族 モ デ ル を よ り忠

実に体現 した 世帯を抽出す る た め ，「夫 と離別 ・死別

した女性」，「年金受給者世帯 の 女性」は 除 くこ と とす

る．

　上記手続を経て 選定された新中間層主婦の 生活体験

記事の うち，「主婦の 子 どもに対す る意図的な人間形

成 の営み お よび意識が描 かれ た記事」 を選定 し，こ れ

を分析 の 対象とす る．

　3．対象世帯の基本属性

　主婦 に よ る 生 活体験記事は 全 部で 62 点，そ の うち

主婦 の 子どもに 対す る意図的な人間形成 の 営みおよび

意識が描 かれた記事は 28点 で あ っ た （表 1）．28点 の

うち事例 2 と事例 14 は 同
一世帯で あ っ た た め ，以下

で は 対 象記事 の 27世帯 に つ い て 基本属性 を示 す （表

2）．

　〔1） 世帯類型

　世帯類型別に み る と夫婦と子ども以外の 親族が 同居

す る 世帯 は 6世 帯 で ，それ以外 の 21 世帯 は い ずれ も

核家族世帯で あ っ た．夫婦と子ども以外の親族が同居

す る 世帯は ，弟 の 同居 す る事例 1 の 世帯を 除 い て，い

ずれ も世帯員 に親 を含 ん で い た．

　〔2） 子 どもの 数

　子どもの数が不明で あ る事例 15 を除 く26世帯に つ

い て ，同居の子 ども数は 6 人が最多で 2 世帯，以下，

5 人 が 3 世帯，4 人 が 3世帯，3 人が 10世帯，2 人 が

7 世帯，1 人が 1世帯，子どもの な い 世帯が 1 世帯 で

あ っ た，

　〔3） 世帯主職業と生 活水準

　世帯主の 職業別 にみる と，官吏が 8世帯，教員が 8

世帯，会社員が 4 世帯，軍人が 4 世帯，銀行員が 1 世

帯，巡査が 1世帯，不明が 2 世帯で あっ た ．

　南†専社会心理研究所 （1965）の算定を参考にする と，

新 中間層 の 生 活水準 を維持 で き る 月収 額は 大正 8 年

（事例 1〜7）が 40 円以上 ，9 年 （事例 8〜14）が 55

円以．上，大正 10 年以降 （事例 15〜28）が 60 円以上

と考 えられ る．世帯 主収 入の 記載 の あ る 9世帯に 限 っ

て い えば ，事例 23 と 40 を除 い て 新中間層 の 水準 を維

持 で き る 最低 ラ イ ン の 収入 で あ っ た とい え る ．記載 の

ない 世帯の 生活水準 に つ い て 正確に把握する こ とは困

難 で ある が ，夫の 社会的地位か ら明らか に高 い 水準を

維持 して い た と考えられ る 世帯 を指摘 して お く，官吏

世帯の うち事例 2＝14は局長，事例 4 は署長，教員世

帯 の うち事例 10，11，12，16 は師範学校あ る い は 大

学 の 教員，会社員世帯 の 事例 9は 会社支配人，銀行員

世帯 の 事例 13 は 日銀局長 で あ る ．こ れ ら の 世帯は い

ず れ も新中間層 の 上 層 に 位置す る も の で あ り，高収 入

を得 て い た こ と は ほ ぼ 間違い な い と考え ら れ る ．

　 4．分析結果

　対象記事 28点 に示 され た 主婦 の 主 た る教 育的関心

は ．．二つ の 領域に向け ら れ て い た ，ひ とつ が 子 どもの 生

活態度や 生 活習慣 に 関す る 領 域 ，も うひ
’
とつ が 子 ど も
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表 1．分析対象記事

事例番号　　 巻号 （掲載頁） 記事 タ イ トル （投稿者及び談話者名）

1234567890123456789012345678　

　

　

　

　

　

　

　

1111111111222222222

3 巻 3 号 （52−54）
3 巻 7 号 （24−25＞

3 巻 7 号 （30−33）

3 巻 7 号 （36−83）

3 巻 8 号 （34−38）
3 巻 9号 （16−19）
3 巻 12号 （39−4ユ）
4 巻 3号 （51−53）
4 巻 3号 （54−58）
4 巻 6 号 （60−61）

4巻 7 号 （60）
4 巻 8 号 （132）

4 巻 8号 （133）

4 巻 10号 （135）

5巻 ユ号 （12−16）

5巻 1号 （131−132）

5 巻 12号 （62−64）

6巻 3号 （142−143）

6巻 5 号 （138−139）

6巻 7号 （20−24）
6巻 14号 （170−173）
7巻 5号 （75−79）

8巻 5号 （32−37）

8巻 8号 （94−96）
9 巻 8 号 （133−136）

10巻 2号 （176−177）

lQ巻 2号 （177−179）

10巻 3号 （168−169）

地 方生 活の 陸 軍 中尉の 家計 （さ だ子 ）

子 供 を 中心 に 暮す我が 家の 教育法 （宮内 ま き子）

女中を廃 して 得 た三 つ の 利益 （きみ 子）

女 中 を廃 して 味 つ た気 楽 な生 活 （ふ じ子 ）

酒色に溺れ た良人 の 愛を醒 ます まで の
一
年間の 苦しい 経験 （まつ 子）

生 活難iに泣 く中流 主婦 の 悲痛な叫び （某 中学教師の 妻）

物価騰貴に処す る ため の 月給生活者 の 生活改良の 実験 （ふ え子）

我儘な継子を改心 させ て
一

家和楽 の 基をつ くる まで の 経験 （雪子）

継子五 人の 教育 に 成功す る まで の 十八年間の 継母生活 （小枝子）

復習 も予習 も簡単 に させ ます （乙竹愛子）

家庭 に於ける復習の させ 方 （波多野 タキ子）

子供 の 復習は助 け導い て ゐ ます （筧君代）

子供 自身の 責任 と して させ ます （川 田楽子 ｝

試 験 勉 強 は させ な い や うに （宮 内萬 幾 子 ）

勤 労 の 報 と して 劇 しい 生活 難 か ら遁 れ た 実 験 （古 谷 竹 子 〉

子 供 四 人 を競争 の 激 しい 中学 に 入 れ た 経験 （木村栄子 ）

女中 を廃 し て 三 年間に T・円の 貯金 （雪子）

年俸 二 千円の 中等教員の 家計 （み つ ぎ）

月収六 十六 円の 巡査部長の 家計 （ゆ か り）

双方の 幸福 の 為 に別居 を望 む （嵯峨撫子）

収益 の 多い 養蜂 に成功 した 実験 （吉 田 龍子）

子供片手に 家政 整理 の 研究 （棟居久子）

少ない 収入から貯金 に成功 して ゐ る 我が 家の 生活法 （矢口 菊枝）

内職を始め て 今で は 月収百円余 （皆川 妙子）

先生 も見放 し た 不 良児 を母 の 愛で 感化 した 涙 の 経験 （濱浜 あい 子 ）

物価騰貴 と闘 ひ なが ら実行 した 貯金 生 活の 想い 出 （村上 浪子）

長 き忍耐 と努力 と に 依つ て 築 き上 げた 現在の 幸福 （立 花信子）

三 人 稼 ぎで 百 七 拾 円 の 家 計 （西 川 園 江 ）

の 学業に 関す る領域で あ っ た ．前者 を 人格形成領域 ，

後者 を学力形成領域 と よぶ こ ととす る．以下 で は 生活

体験記事に おける主婦の 言葉 を適宜引用 しつ つ ，各領

域に お ける主婦の教育的関心が実際の 生活の なかで ど

の ような生活意識 を伴い ，ど の よ うな生活行動 と な っ

て 展 開され て い っ た の か に つ い て 分析 した結果を示す

（表 2）．

　（D　人格形成領域 に お ける 主婦 の 行動と意識

　人格形成領域に 言及 した 記事は ，大 きく分類す る と，

  しつ けをす る，  生 活環境 を整 える ，とい う内容

で あ っ た ．全 10 点の うち，前者は わ ず か 2 点 に す ぎ

ず，残 り 8 点 は 後者 に 属す る もの で あ っ た ．

　D　主婦 の しつ け行動 と意識

　しつ け に言及 した記事の 主婦 は ，ともに子どもへ の

関 わ りに お い て しつ け と い う親子双方に 意図された教

育的営為 こ そが 教育 の 全 て で あ る と と らえ る と と も に，

母親 で ある自分 こ そが しつ けの 担い 手で あ るとして他

者の 関与を排除する点に特徴があっ た．

　事例 9 は 14歳を頭 に 5 人 の 子 どもを持 つ 会社支配

人 の 夫 と再婚 した主婦 の 記事で ある．こ の 主婦は子 ど

もの しつ け に お け る夫 ； 父親の 存在に つ い て 次の よ う

に語 っ て い た．

　　　「父 は始終会社へ 出勤 して 家庭に は 滅多に を り

　　ませ ん ．それで 朝か ら晩まで子供の 様子を見て ゐ

　　る 訳 で はあ りませ ん か ら，た とへ ば会社か ら戻 つ

　　て 参 りました場合 に，甲 の 子供が何 だかむつ かつ

　　て ゐ るの を見て，面倒だ とか又は可哀想だとか の

　　考を持ち まして，こ れ を叱 ります と又は何か手許

　　の菓子を与へ て慰め る とか往 々 あ る こ とで ご ざい

　　 ますが ，こ れ が 不可 ませ ん の で ，父親は今帰つ た
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表 2．対象世帯の 基本属性 と主婦の 教育的関心

対象世帯の 基本属性 主婦の 教育的関 心

事例 番 岑

世帯 主職 業 （地位 など）　 　 世帯 主 月俸 ．1 ．部年 俸｝
夫 婦 ・

子 ど も以 外の

　 　 世帯 員
同居の 子 ど も数 （年齢）な ど

入格形 成領 域 　学力形 成領 域

A　　　B　　 C　 D　 E

1　　　　　 軍人 〔陸軍 〕

2　　　　官吏 〔戦時保険局長；1

3　　　　　　軍人 （梅軍 ）

d　　　　 官吏 〔官衛署長〕

5　 　 　 　 　 　 会杜 員

6　 　 　 　 　 教員 〔中学校 ＞

7 　　　　　 軍 人 〔海軍）

8　　　　　　 官史

9　 　　 　　 会社 貝 （支 配 人｝

10　　 教 員 〔東京高等師 範教授 1、
ll　　 教飼 〔東京高等師範教授｝

12　　　 　 教員 （帯大教授｝

13　　 錻行 員 〔H 本銀行 国庫局 長〕

1ヰ　　　 官吏 〔幌時保険局 艮 ）

］5　　　 　　　 会社員

且6　　　教Pt 〔前学習院 大学教授）

17　　 　 　　 　 官吏

18　　　　　教員 〔
［il学校〕

19　 　 　 　 　 　 　 巡査

2〔｝　 　 　 　 　 　 不 明

21　 　 　 　 　 　 　 教 員

22　　 　　 　　 官吏

23　 　 　 　 　 　 官 吏

24　 　 　 　 　 　 　 不 明

25 　　 　　 　　 官吏

26 　　　 教員 （小学校
一7女学校）

27　　　　　 軍 人 1陸軍1
2s 　　　　　 　 会仕員

98 円 50銭

2uu「冂

年俸 2、00倒：lj
〔加俸込み ｝

66、34円 （加俸 込 み1

55→65→75卩1

「IOO円た らず 」

50→60→1且0 門

　 呂5円

　 ］OO円

弟

母親

舅
・
姑

　 　 kdi

途 中か ら実家 に 1司居
．

実家に 同 居

母 親

　 　 　 　 2 人 〔5，3歳 ｝

　 　 　 　 2 人 1学 齢期 ｝

　 　 、　3 人　｛9，　6，　4歳〕

　 　 　 4 ノ丶　〔9，　7，　5、　3歳）

　 　 　 　 2 人 C6、2 歳1
’．

　　　　 　 4 人：
　 　 　 3人 （B，6，3歳）

　 　 　 　 ユ人 ｛12 歳〕

　 　 ．5 人 q4，ユL．9．6、4 歳〕

　 　 3 人 （小 6，小 4 ，小 2 〕

　 3 人 1女 学 3年，小 3 ，小 1 ｝

　 　 3 入 ｛巾 2，中 1，小4 〕

6 人 〔大学 ，浪 人，中学，女学，小 学 2人｝

　 　 　 　 2人 〔学 齢期 ）

　 　 　 あ F） 〔9 歳 の 長 男他 ｝

5人 〔中 4，1†国3 ．中 2、中 1，小 5）
　 　 4 人 〔ユ・LH ，S，5歳〕

5人 （女学，中学 ，ノ∫・学 2人 、幼 児：1

　 　 　 　 2 ／L 〔6．3 歳｝
．

　 　 　 　 3 人 （乳児〕．
　 　 　 　 　 な し

　 　 　 3 人 （長了
・3 歳他1

　 　 　 　 2 人 　〔S．　5 歳〕

　 　 　 　 3 人 〔乳児 他＞

　 　 2 人 〔家事 手伝 い ，中学 ｝

　 　 　 3 人 〔9．7歳 他 ｝

　 　 　 　 3 人 〔→死 亡 〕 ．
6 人 〔会社 員 2 人，大 学 、女 学 2 人 ．他 ）
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「世 帯一i三職業 t の 「不 明」 は 「俸給 生 活者 」 また は 「勤 め A」 で あ るこ と を示す ．「世帯 主 月俸」 の 空欄 は ，記 事に 記載 の なか ・
） た こ と．を示す ．「夫婦

・
子 ども以外の

親族」の 空欄は ，た婦と子ど もの み の 世帯で ある こ と を示す．事例 2 と事例 14は 同
・
世帯 ．表 頭 の ア ル フ 7 べ

．
ノ トは次 の内 容 を示 す．A ＝しつ け，　B＝生 活環 境 か ら

の 感化．C＝学業，　 D ＝学資，　 E ＝怠業か ら の 更正 ．表中の Q は 主た る 関心 の 所 在を示 す、

　　ばか りで其の むつ か つ て ゐ る原 因が 何で ある か…

　　判断が つ く訳が ない の で あります」．

　一
日の 大半 を家庭か ら離れ た職場 で 働 く父親 は 子 ど

もの 生活を断片的に しか理解で きな い ．こ れ を理 由に

主婦は夫 ＝ 父親を子ど．もの教育の担 い 手 と して 不相応

な存在 と して 判 断 し ， 「夫と協議 の 上 ，

・子女 の 教育や

其の 他
一

切如何なる些細 な事柄も全 く
一
任 して」 もら

え る よ う取 り決め を行 っ て い た．

　 これ まで の 研究 で も ， 労働条件 が もた らす構造的 な

父親不在 の 結果 と して ，新中 間層 の 母親 たちが 「女親

こ そ親 と い
．
う観念」 を もつ よ う に な っ て い っ た こ と

（沢 山 1990b
．
，141−142）．，

．
さら に 理想 の 教育 を実現す

るため，
．
彼女 たちが家庭 に お ける母 として の 地位向上

と産育権 の 確立 を課題 と して 意識 した こ と が指摘 さ れ

て い る （沢山 1990a，118）：　　　
．

　上記事例の 主婦が家庭に お ける母親 として の 地位を

確保す る た め に と っ た行動 は ，まず 「子供 全部 と召使

ひ」を集め，夫の 口 か ら夫婦の 間で交わ した子どもの

教育．上 の 取 り決 め を 話 して 聞 か せ る こ と に よ り周知徹

底する こ
．
とであ っ た．さらに具体 的な家事の 場面 で は

「（下 女 に 対 して は）他 の 用事を命 じま して ，衣服の裁

縫は素よ り食物の 世話，学科の復習 ，髪の手入か ら寝

起は勿論 の こ と，入浴や用便 の 末 に至 るまで 私 自身で

致 しま した」 と語られ て い る とお り，下女 を子 どもの

世話役割か ら排除 して い る．．　
’

．

　また事例 20 は姑 と同居経験 の
’
あ る ，乳児 3 人 をも

つ 「俸給生活者」．世帯の 主婦の記事で ある．こ の 主婦

は姑の 子 どもへ の 関わ り方を次の ように批判 し．て い た．

　　　「（姑 は ）子煩悩 なの で ，子 供 に 対 して も，た ・”

　
．
泣 かず に 機嫌 よく遊 ばせる こ とに 重 きをお き，教

　　育上 の躾とか，お行儀とか い ふ 方面 の こ と．は 「ま

　　あ まあ子供だか ら・．・・』とい つ て 見．逃す とい つ た 風

　　で ご ざい ます」，

　こ の 主婦が子どもと関わ る際に重視 して い る こ とは

「教育 上 の 躾」．
．
で あ る ．．同 居 の姑 も 「今時の 人 は 教育

があ る か ら，昔の 人間の 及 ぶ とこ ろ で な い 」．と主婦の
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教育方針 を尊重 しつ つ ，自分 の 関わ りに つ い て は 子 ど

もの 母親 との バ ラ ン ス を考え て い る．だが主婦 にと っ

て 姑 の 子 どもへ の 関与は理想の 子育て を阻害す るもの

と しか映 らず，「我 が 子 の 教育 さへ 自分 の 思ひ の 通 り

に で きぬ や うな境遇」 に 「主婦 と して 母と して ，本当

に 生 き甲斐の な い 思 ひを味」わ っ て い る ．こ の 主婦が

自分 の 理想 を実現するため の 課題と して主張 した こ と

は 姑 との 「別居」で あ っ た，

　 当時 の農村社会に お ける 子 どもたち は ，地域近隣の

なかで，ある い は多世代同居に み られ る よ うな親族ネッ

トワー
ク の なか で ，多くの大人たち の 手 に よ っ て 育て

られ て い た．こ れ に対 し て新中間層家族 は農村共同体

の解体の なか か ら形成 された，性別役割分業を構造化

した 家族で あ り，そ の よ うな物理 的要 因が 結果的に 主

婦 に子 どもの 世話役割を集中させ た こ とは当然の帰結

で ある．しか し同時に 上 の 事例 の 主婦 に は，子 どもを

「自分の 思 ひ の 通 り」に で きる 存在 と して とらえる強

烈 な 「我が子意識」 と，姑 に象徴され る共同体 の 育児

文化 を否定す る形で 「母親の 産育権の 確立」を実現 し

ようとする意識 （沢 山 1990a， 118）の存在 を認め る

こ とが で き，そ れ が子 ど もの 世話役割を主婦に集中さ

せ る結果 を導い て い る様が見出さ れ た ．

　 2）　 主婦の 生活環境整備行動と意識

　子 どもの 生活環境整備に 関す る 11点の 記事に は ，

二種類 の 内容 が み られた．ひ とつ は 子 どもの 最 も身近

な生活環境 を構成す る もの と．して ，主婦が 自覚的 に 自

分 の 生活管理 に努め る 内容 ， もうひ とつ が教育上 ，子

ど もの 生活環境 に相応 しくない と思 われ る要因の排除

に努め る内容で ，前者 の 記事が 8 点，後者の 記事が 3

点 で あ っ た ．

　 i＞自分の 生活管理行動と意識

　主婦が 自分自身の 生活管理 に励む内容の 記事は
，

い

ずれ もそ の こ とに より子どもの 生活環境 を教育的 に 整

備す る こ とをね らう内容で あっ た．全 8 点 の うち 7 点

まで は，女中を使用 し ない 主婦単独の 家事様式を志向

し自ら実行する と と も に，家事の傍ら修養に も励む と

い う，勤勉 か つ 規律 的な生活に 価値 を お くもの で あ っ

た ．こ れ は 当時の 新中間層 をめ ぐる生活難 ，女 中難と

い う社 会経済的状 況を背景 に もつ もの で は あ る が，生

活要求 に 対 し具体 的 に 取 り組 む 過程 に 子 ど もに対する

教育効果 へ の 期待が 加わ り，主婦 の 勤勉性が 自覚的に

維持 されるとい う特徴が み られ た ，

　事例 22
’
だけ は ，当時，盛 ん に 喧伝 された 「文化生

活」の 理想に経済的負担 をかけず に 近 づ こ うと試み た

こ と を綴 っ た内容で あり，家事の 手数 を省 くこ とに 主

眼 を置くもの で ある が ，自分 の 子 ど もとの 関わ り方を

規律化する こ と に よ り子 どもに 対す る教 育効果 を期待

する 点 は 他 の 記事 と同様で あっ た．

　事例 3 は 9 歳 を頭 に 3 人の 子 どもを抱 えなが ら，

「物価騰貴」に よ る家計 圧 迫 の た め
， 「女 中を廃 して 自

ら働 くこ と」 を決意 した 主婦 の 記事で ある，こ の 主婦

の 生括は次の よ うに 描かれ て い た．

　　　 「朝 は 五時か ら起 きて ，炊事か ら掃除
一

切 をす

　　 ませ，長男は学校へ 次男 は幼稚 園 に，それぞれお

　　弁当を持た し て 出 して や ります．其の後は使 い 歩

　　 きか ら洗濯 や縫物とを夕方の 四時まで 致 し，四時

　　 から夕飯 の支度で ，六 時に 夕食それ か ら後片 づ け

　　 を して 八時に子供 を寝 かす まで はそれ こ そ息をつ

　　 く間 もない や うに働 き通 します，そ れ で もう十時

　　頃 に な る と，
一

日 の疲れ で 眠 くな り，前後 も知 ら

　　 ずに熟睡い た します」．

　 こ こ に描かれ る ように 女中廃止 は そ れ まで女中の 行 っ

て い た 家事を主婦に集中させ，主婦は ひ と りで一
切 の

家事を行わなければな らなくな っ た．しか し，こ れが

子 どもた ち に 思 い が けない 教 育効果を もた らした こ と

が次の よ うに 語 られ て い た．

　　　「子供等 も私 が終日休む間もなく働 い て ゐ る と，

　　気 の 毒に思ふ と見え，妹は朝も私と殆ん ど同時に

　　起 きい で ，庭 の 掃除か ら座敷を掃 い た り，自分 の

　　物位は 洗濯致 します，長男は よ く使 な ど も致 し自

　　分 の寝床の 上 げ下 しか ら三 男 の 守 もよく致します，

　　次男は
一

人で 幼稚園 に 通 ふ や うに な り，三 男 は 兄

　　の ゐ な い 間は一
人 で よ く唱歌をうたつ て 遊 び ます．

　　又お膳だ て などする時は三 人
一
緒に なつ て ，兄が

　　お膳 を出せ ば二 男は茶碗 を 出 し，三男が
一

つ づ つ

　　運ぶ とい ふ や うに手伝 つ て くれ ます．…六時の 夕

　　食が すん だ後は ，八時の就寝時間まで 各自思 ひ思

　　ひ の こ とを して遊びます，…
私が床 を敷 く間に 三

　　人は便所に参 ります，…
三人 とも自分がすん で も

　　他の者が すむ まで は そ こ に立 つ て 待つ て ゐ て ，三

　　人
一

緒 に座敷に入つ て 来ます．三 人が同時 に床 に

　　入 つ て 寝 ます．かうして 自然に 自分 の こ とは 自分

　　で す る とい ふ 自治 の 精神 も養 は れ
， 兄弟 も互 に助

　　け合 ふ など，今まで に思ひ つ ・ もな か なか行はれ

　　なかつ た事 も，出来る や うに な りました」，

　上 の 言葉か ら，こ の 主婦 は 女 中 を廃止 し自ら家事に

従事す る こ とが，子どもた ち の 「自治 の 精神」の 涵養

と，き ょ うだ い 同士で 「互 に 助 け合」 う習慣の 形成 を
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促 し たもの と認識 して い る こ とがわか る．こ の事例以

外 に も女 中廃止 に よ り子 どもた ち の 自治の 精神が涵養

された こ と を指摘する内容は事例 4，7，ll，17 に，

き ょ うだ い に よ る助け合い の 習慣が形成 された こ とを

指摘す る 内容は，事例 4 に 見出す こ とが で きた ．

　また事例 15 は夫の仕事 の ため子ども と と もに渡米

し，家族 で 在米 生 活を す る 主婦の 記事 で あ る．こ の 主

婦は ア メ リカ で も日本 と は 比較に な ら ない 生活難が広

が っ て い る こ とを説明 し，自分 の 生活を次 の ように語っ

て い た．

　　　「火焚 きか ら，冬期用の 缶詰や 洗濯，裁縫，靴

　　の繕ひ まで致 さなけれ ば な らぬ うへ に
， 私 の道楽

　　 と して畑に 野菜を作 ります の で ，かな り忙 しい 一

　　 日 で す が …人 も雇 はずに ，家事万端 を私 の 手 で 弁

　　 じて を ります，…一
週 の 仕事は 勿論定め て ありま

　　す．月曜が洗濯 と掃除，火曜が火熨斗か け，水曜，

　　木曜 が 裁縫，金曜が 大掃除，土曜が洗濯 とベ ーキ

　　 ン グ…をす る日 と なつ て を ります．夜分はなるべ

　　 く読書 に使ふ や うに と心掛け て を ります ．…写真

　　にある 自動車の左に
一

寸見 える の は 車庫ですが ，

　　 こ れ は組み 立 て 家屋を二 百弗で 買 つ て 来 て ，私共

　　夫婦 して ，ペ ン キ も自分 で塗つ た の で す」．

　 こ の主婦は生活難の ため人 を雇う経済的余裕が な く．

曜 日に よ り予定 さ れ た家事 をひと りで こ なす と もに，

家事の 環 と して 野菜の 栽培，市庫の 組み 立 て ，ペ ン

キ の 塗装 など も手掛け て お り、「忙 し い
・
日」を送 っ

て い る こ とを強調 して い た ，しか しこ の 事例で も主婦

の 忙 しい 生活が子 どもに教育効果をもた らした こ と が

次 の ように 語 られ て い た．

　　　「私共の 働 くの を 見 て
，

九 つ に な つ た 長 男 も T

　　或る 日空箱で 鳥の お宿 を作る と い つ て ，四方を板

　　 で 打ち付 け，
．一一一

方に小さ い 穴を明 け て，こ れ を葡

　　萄の 棚 に 取 り付け ました．…子供の 教育上 に は…

　　勤労とい ふ 鋤 を以 て ，自然 の 恩恵を開拓 して行 く

　　 質実な生活の 中 に，心 身を清く，且 つ 自由 に 発 達

　　 させ る こ と の 出来る の を嬉 しく有難 い こ と に思 つ

　　 て をります」，

　 こ の 主婦 は 自分 の働 く姿を見て子 ど もた ちが 「勤労 亅

の 習慣 を形成 して い る と認識 して い る こ とが わ か る．

そ し て 子 ど もへ の 自分 の 感化力に 対す る 自覚 が ，「夜

分はなるべ く読書
：

に使 ふ や うに と心掛け」る とい う行

動に つ なが っ たもの と思 わ れ る．こ の ように子 ども に

与え る 教育効果 を意識 し つ つ 家事や修養に励 む とい う

主婦 の 生活展 開 の あ り方 は ，反対に経済的理由 か ら子

どもを感化す る に相応 しい 生活 の あ り方 を示す こ と が

で きな い こ と を嘆く，次 の 主婦 の 事例 に も確認す る こ

とが で きた．

　事例 6は ，物価騰貴に よ り 「不安 と恐怖に 日
一

日 と

生命を蝕 まれなが ら，蟲 の や うに 活 きて 」い る 生 活実

態を告白し 1 その 改善を訴 える主婦 の 記事で あ る．主

婦は 自分の 生活を次の ように 語 っ て い た．

　　　「最初 は 女 中を廃 して家事
一
切は私の 手に 引受

　　ける こ とに しま した，…遂は れ る や うな物価騰貴

　　の た め また また不如意 に なつ た とき，老人 も子供

　　 もそれぞ れ 分担で掃除 や炊事を手伝ひ，私は余つ

　　た時 間で手内職 を始め ました ，…私共は睡眠 の 時

　　間を減 じて まで 働い て ゐ ます」．

　 こ の 主婦が 問題 として い る こ とは物価騰貴による生

活不安 自体 もさる こ と な が ら，そ れ が醸 し出す家庭 の

雰囲気が子どもの 教育 に 良か らぬ 影響をもた らす こ と

へ の 懸念で あ っ た．

　　　「明け て も暮れ て も食べ る こ と の た め に の み 齷

　　齪 と す る 結果，家庭の 品位な どとい ふ もの は何時

　　 の まに や ら失は れ…なか に も
一

番恐ろ し い の は子

　　供の 変化で す．…私共の こ の 頃は…修養 な ど は 愚

　　か な こ と，新聞さへ ゆ つ くりと読む暇はあ りませ

　　 ん ．…家庭 を い や し く し，子供等の 風儀上 に 恐 ろ

　　 しい 害を来 して をります．…学校教育を完全 に施

　　 し た と こ ろ で ，家庭がか うい ふ 状態で ある以上，

　　決 して 立派な教育を遂げる こ と は むつ か しうご ざ

　　 い ます．…
私共 の 子供は恥 も義務 も忘れ，自分 の

　　利益 に の み 走 る や うに 育 て られ な け れ ば な りませ

　　 ん」．

　上 の 言葉か ら は，こ の 主婦が学校教育を補完する も

の として 家庭教育 の 意義を積極的に認め，それ を成し

遂げる ため の 「家庭 の 品位」，即 ち，親た ち が 日常的

に 「修 養」 し た り 1新聞」を読 ん だ りする こ とに よ っ

て 醸 し出 され る，学歴社会を生 きる子どもたちが育 つ

に 相応 しい 家庭 の 文化的雰囲気を保つ こ とに関心 を払

う様を確認す る こ と が で きた ，

　 とこ ろ で Lに 示 した事例 3 で は，女 中廃止後の 主 婦

が 時 間 に よ りス ケ ジ ュ
ー

ル 管理 さ れ た，極め て 規律的

か つ 勤勉な生活を送 っ て い る 実態が描か れ て い た．そ

れ 以外で も女中廃止 に よ り子 ど もの 自治の 精神が涵養

さ れ た こ とを綴 っ た記事 に は ，女中廃止 とともに 主婦

の 生活が 多忙化 した様子が 語 ら れ て い た ．実際 に女中

廃 ILは 主婦の 生活 を多忙化 させ た の で あ ろ うか ．

　 こ の 時期の 新 巾問層 の 家庭 に お い て は ，夫ひ と りの
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俸給で は女 中
一

人を雇用する の が精
一
杯で あり，元来，

主婦 は 女 中 に家事を一
任 し て 自分 は 監督 を して い れ ば

よい とい う立場に い た わ け で は なか っ た．しか も女中

の 仕事は主婦 の 仕事を手伝 うに と どま っ て お り，主婦

は 家事の 主たる担 い 手として働 い て い た の で ある （野

本 2001，322＞．従 っ て ，女中廃止は
一
方で は確か に

主婦の家事負担を若干増 やす もの で は あ る が
， もう

一

方で は 家事一
切 を自分 の ペ ー

ス で 行 う こ とを可能に す

る とい う意味 にお い て ，主婦に とっ て は家事をよ り自

己裁量性の 強い もの とする効果 を もっ た こ とが考えら

れ る．事例 4 は，女中廃止が主婦の 生活に及 ぼす上記

二 つ の 効果 をよ く表 して い た．

　 こ の 主婦は女中廃止後の 生活に つ い て 「の ん び り」

した と表現 し，その 理由と して 「い くら年 の 若 い 娘で

して も他 人 が 交 つ て を ります と，ど こ や ら窮屈で して ，

ちと横 にな つ て 見た い と思 つ て も女 中の手前そ ん な真

似 も出来 ませ ん」 と語 っ て い た ．そ れ に も関 わ ら ず，

こ の 主婦は女中廃止後，い か に 自分が
一

生懸命働 い て

い る か，そ の傍ら で 子 どもた ちが 自主的に家事を手伝

い
， 自分 た ち の 身の まわ りを片付け，きようだ い 同士

が助け合 うよう に な っ たかを強調 して い た．の ん び り

した こ とを実感 しつ つ ，．子 どもの 前で は努め て 勤勉 で

あろ うと する主婦 の 生活展開 の あ り方は，子 どもに対

する 教育意識が大 きく関係 して い たと考え られ る の で

は ない だ ろ うか．

　こ れ まで も指摘さ れ て きた よ うに，生産手段 を私有

せ ず，頼る べ き地縁 ・血縁関係 ももたず，自らの 力 ひ

と っ で 生 活 を切 り拓 い て い か なけれ ば な らな い 新中間

層 に と っ て ，勤勉 で あ る こ とは高い 価値 をもつ もの で

あ っ た （沢山 1990a，124）．また 近代産業杜会 の 形成

を急務とする 国家が 明治以降戦前期まで ，小学校教育

に採用 した思想 もまた 「勤勉」であ っ た．西本 （2001）
は，校則，時間割，教科書な どの分析を通 し，当時の

小学校教育が い か に子どもた ちに勤勉 （時間 を浪費 し

ない こ と）や規律的態度 （時間厳守）を教 えたか を明

ら か に して い る．生活体験記事に見られた主婦の 行動

は，家庭 における教育 の 唯
一

の担い 手を自認する 主婦

が，勤勉 を我が子に身に つ けさせ る べ き重要な生 活態

度と して認識 し，自分 の 生 活行動 に 反映 させ た 結果 と

考 える こ とが で きる ．

　 ii）教育 阻害要因 の排除行動 と意識

　教育上 ，子どもの 生 活環境に 不相応で ある と思われ

る要因 の排除に努め る 内容は，望ましくな い 要因か ら

遠 ざけ る た め 子 どもの 行動 を 制限す る
， あ る い は子ど

もの 生活環境か らそ の 要因を排除す る とい う二 つ の 行

動と して展開され て．い た．

　 3 人 の 小 ・中学生 を持つ 事例 12 の 主婦 は ，子 ど も

の 生 活環境 に 対す る 配慮 を次 の よ うに 語 っ て い た．

　　　「芝居 や活動 の や うな もの は勿論浅草の や うな

　　雑踏 な所 は 未だ
一

回 も出 しませ ん．か うい ふ もの

　　は一
度その 味を覚え る と又行 きた くな り，それが

　　度重 な る に従 つ て悪感化を受けますか ら，全 く知

　　らせ ない で お きます．一
昨年まで は暑 中休暇が来

　　ゐ と片瀬 に 家を仮 りて （マ マ 〉家族全体引 き移 り

　　ましたが，此 の休暇 中に言葉や態度が非常に悪化

　　さ れ る の で 困 りま し た．そ れ に 子供もだ ん だ ん 大

　　きくな りますか ら，万
一

悪 い 田舎の 風習に で も感

　　染 して取 り返 し．の つ か ぬ こ とに な つ て は と心配 し

　　て …避暑を止め ました」，

　また 3 人の 乳児 （後に全員病亡） を持 つ 事例 27の

主 婦 は 「『居 は 気 を移す』の 譬で，愛児の 将来の ため，

目前 の 家賃の み を標準に，い つ まで も裏長屋住ひ もで

きません」 と語 り，生活物資を節約 し貯金 に励ん で い

た．

　また 14歳を頭 に 4 人 の 子 どもをもつ 事例 17 の 主婦

は 女中 を悪感化の 源 ととらえ，「女中の ゐ な い 方が 却

て 子供の ため に は有益か と存 じます」と述べ ，女中を

廃止する とともに生 活を合理化 し，家事をひ とりで 行

う よ うに な っ た経緯 を語 っ て い た ．

　こ れ まで の 研究で も新中間層の母親に は ，純真無垢

な我が子を，「俗悪 な もの 社会」，「民衆 の 子 ど もの 社

会」
膕
か ら守ろ うとする意識が働 い て い た こ とが指摘 さ

れ て きた （沢山 1986，90）．当時 ，女 中は多数が農村

出身者 で あ り，教育程度 も小学校卒業程度の者が 多数

を占め て い た こ とか ら （奥田 1995，381 ；野本 200ユ，
315），新中間層に は女中を 「教育上 の 害」 として 子 ど

もの 教育から排除す る傾向があ っ た とされ る （沢山

1990a，126）．主婦の体験記事 の 「悪感化」 とい う言

葉は，衆愚の 生 活世界 か らの 離脱 を 目指す新中間層の

主婦が ，野卑な田舎の 風習や下町 の 風俗，教育程度の

低い 女中 と い う存在を，子 どもの 教育環境に 不相応 な

もの と して とらえて い る様を明らか に示して い た．

　と こ ろ で 事例 12 の 主婦は専 ら，子 ど もの 行動 を 制

限す る と い う消極的な行動に とどまっ て い た の に 対 し，

事例 27 と事例 17の 主婦は，節約 ・貯蓄に励む，女中

を廃止 し自ら家事に励む，などの積極的な行動に 及 ん

で い た，い ず れ も子 どもの 生 活環境に 対す る 教育 的配

慮か ら発せ られ た行動で ある が ，両者 の 違 い は 主 とし
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て夫の 社会的地位 に もとつ く生活水準 の 違 い に よ りも

たらされ た もの と思 われ る．事例 12の 記事に世帯主

収入 の記載は ない が ，夫が 「帝大教授法学博士」 の 肩

書きをもっ て い る こ とか ら，新中間層 と して は高 い 生

活水準にあ っ た こ とが 推察さ れ る．一
方事例 27 の 主

婦の 夫は 陸軍軍人 で あ る が
， 官位 は 判任官 で あ、り世帯

の 月収は 85 円 に 過 ぎない ．また事例 17 の 主婦 の夫は

「某官庁に勤め 」る官吏で ある が ，「学士1 で あ る こ と

か ら官位は 高 くな い と判断 され る．つ まり低所得者層

の 主婦 に お ける子 どもの 生活環境へ の 教育的配慮は ，

教育的な環境 を獲得する ため の 生活水準 の 向上 を目指

し，消費 ・節約，家事に励む とい う行動 と して展開し

たとい える．

　  　学力形成領域 に おける主婦の行動 と意識

　学力形成領域 に言及 した記事を内容別に み る と， 

学業 を み る，  学 資を確保 す る ，  怠業を 更 正 させ

る，と い う三種に分類 で きた 、記事 の 数は そ れ ぞ れ 9

点，11点，2 点 で あ っ た，

　1）　主婦の 学業関与行動 と意識

　子 ど もの 学業へ の 関与に 言及 した 記事は，夫の 社会

的地位や 世帯主収入か ら判断し，い ずれ も生活水準が

中程度以上 の 世帯で あ っ た．その うち事例 9 は 「学科

の 復習」，事例 18 は 「子供 の 予習復習 の 準備」 などの

記述 があ るの み で，主婦 の 教授行動 が行 われて い る こ

とを示唆す る内容であ っ た．それ以外 の 7点 の 記事に

は 主婦の 具体的な学業へ の 関与が 描 か れ て い たが ，そ

の タ イ トル か ら わ か る 通 り （表 1），い ずれ もそ れ 自

体を中心テ
ー

マ に 据え た記事で あっ た ．しか し，こ れ

らの記事は主婦が子 どもの 学業支援 に 全精力 を傾注 し

て い る実態を明らか に示 して い るとともに，そ の他の

記事からは 主婦の その よ うな傾向 は 見出す こ と が で き

なか っ た こ とか ら，こ れ らは単 に 主婦 の 学業 へ の 関与

を中心 に とりあげた記事で あるとい うよりはむ しろ，

そ こ に描か れ た 生活こ そが彼女た ちの 日常を象徴的に

示 して い ると見なすこ と が で きる．

　こ れらの 記事か らは ，主婦が子 ど もの 学力形成に 関

し夫＝父親 はあ て に ならない 存在 で ある とい う認識 を

持 ち，積極的 に子 ど もに 関 わ っ て い る実態が 窺わ れ た．

　事例 12の 「帝大教 授法学博士」 の 夫 を もつ 主婦は

「（夫は）何分忙 しい 身で さうさう相手になる こ とも出

来」な い と述 べ ，子 どもの 学業 に 対する自分 の 関 わ り

を次の よ うに語っ て い た．

　　　「小 学校の 方は…近所の 小学校の 先生 に お願 ひ

　　 して ，毎日復 習 を見 て もらつ て ゐ ます，次男が
一

　　中の 入学試験 を受け る に つ い て は初め て の経験で

　　はある し，可 なり気を揉み ましたが，幸に
一年半

　 　 ほ ど小学校 の 先生が熱心 に復 習 して 下 さつ た の で

　　幸運 に も入学が出来たわけで あります，…最 も小

　　学校の 初年級の 折は私が 側で見て や りま し た」，

　ま た 「銀行支配 人 」 の 夫 を も つ 主 婦 ，
お よ び 「前学

習 院教授」の 夫 をもつ 主婦 は 「主人 も子供 の 教育は女

親が する の が 当然の や うに 思つ て 全責任を負はせ ます」

（事例 13），「主人 は 教育家で すか ら子供の 教育に は 申

分 な くや つ て ゐ る こ と と，皆様は お考なさつ て ゐ らつ

しや る で せ うが ，事実は 全 く反対な の で あ ります．他

人の お 子様は教育 し なが ら 自分の子は少 し も見ない と

い ふ 有様で す」 （事例 16） と述 べ ，自分 の 子 どもへ の

関わ りを次の ように語っ て い た．

　　　「復習の習慣をつ ける為め に学校か ら帰つ て お

　　八 つ が 済む と見 て や り ま した …
国語 な ど で も最初

　　は 私 が 読 ん で書取をさせ 若 し文字や仮 名遣 い の 間

　　違があ つ た ときは本 に印を して 反省す る や うに 注

　　意 して ゐ ました…食後は習字をする こ とに定め て

　　あります…試験前は気が 気で は ありませ ん．…世

　　間の 皆 さん が 試験準備 とい へ ば もう
一

生懸命 に な

　　つ て ゐ ます から，や は りするだけの事は して おか

　　ねばな らぬ と思 つ て，その
一
学期位 は先生 に頼ん

　　で 特に準備させ て ゐ ます」．（事例 13）

　　　「受持 の 先生 か らは 頻 りに 府立 の 方 へ と勧 め ら

　　れ る し，私 も将来 の こ と を考へ ます と 矢張 り府立

　　に 入れ て おかない と不利益 と思 ひ ましたの で ，色 々

　　相談しました結果…主人 も こ れ位なら受けて 見て

　　もよ か らう，と そ こ で 初 め て府立第一
中学校に決

　　定 して ，試験準備に か ・つ た位 で す…出来 なけれ

　　ば何処 の 私立 へ で も入 れ る覚悟で ，子供に も よ く

　　そ の こ とを言 ひ聞か せ て，試験に対する恐怖や失

　　敗 の 後 の 失望 の 心を起さない やうに注意して お き

　　ま した．そ して 試験場で は出 し急 ぎを しない や う

　　に，時間の ある限 りは二 度で も三 度で も繰 り返 し

　　て や り直すや うに始終言 ひ含め ま し た」．（事例

　 　16）

　 また 「戦時保険局長」の夫をもつ 主婦は，夫の子ど

もへ の 関 わ りに つ い て次 の ように語 っ て い た．

　　　「月曜 日に 試験 が あ る と分 つ て ゐ て も日曜 に は

　　父 が 連 れ 出 して 海岸や ら其の他 へ ま ゐ ります」

　　（事例 ユ4＝2），「宅は お勤め が あ りますか ら，朝

　　夕 とか 日曜 や祭 日な どでなけれ ば，子供 の お友達

　　に は な れ ませ ん が ，もう家 に ゐ さ へ すれ ば屹度子
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　　供 の お友達 に な りきつ て ゐ ま す」．（事例 2 ＝14）

　 こ れ まで の研究で も，産育権 の 所有者が父か ら母へ

と交代する過程に お い て は ，近代的 な教 育概念の 登場

と と もに
， 父親 の 子ど もを育み太らす子育て行為が教

育 とみ なされな くな っ て い っ た こ とが指摘 され て い る

（沢 山 1990b，138−139），上 の 事例 で も主婦 は夫＝父

親の子 どもへ の 関わ りを 「お友達」と位 置づ け，こ れ

と対照的 に自分 の 子どもへ の 関わ りが い か に教育的な

もの で ある かを次 の ように 強調 し て い た ．

　　　「私は随分学校へ 出掛け ました．そ の お蔭 で あ

　　す こ はあ の や うに すれ ば よ い と か こ れ は こ の や う

　　に教へ る と よ く分 か る と い ふ 呼吸が分 りますの で ，

　　家 で もその 通 りや つ て見る と大そううまく行 きま

　　す」．（事例 14）

　 こ の 主婦たちが行 っ て い た行動 は ， 直接的な学業指

導に とどまる もの で は なか っ た，子どもの学業支援 の

た め ，それを中心 と して 生活全体を管理する行動 にも

及ん で い た．

　ともに 「東京高等師範教授」 の 夫 をもつ 主婦は そ の

実態を次 の よ う に語 っ て い た．

　　　「学校 の こ と ・とい へ ば何 をお い て も先づ そ の

　　方 をす る こ と に し て あります．そ して 土曜 日 は お

　　休み に して ，日曜日の 朝復習 して 後 は遊 ばせる こ

　　とに し てあ りますが，日曜 日 に あま り遊 ばせ すぎ

　　る と，疲 れ て 月曜 日の お稽古に影響 しますか ら，

　　疲れない 程度 に遊 ばせ て お きます．月 に一
回位は

　　植物園などに 遊 び に行 きますが，午後に なれば，

　　必ず帰る こ とにして あ ります」．（事例 10）

　　　「小学校 の 方に は まだ自発的に勉強する だけの

　　年に もなつ て ゐ ませ ん か ら
…毎朝食後必 ず算術の

　　問題を五題出して させ ます．…それが出来ます と

　　時間の 多少に拘 らず庭 に 出 て ，友達 の 来る まで 遊

　　ばせ ます，その うち に友達が揃ふ と，七 人連 れで

　　学校へ まゐ ります．電車に は決 して 乗せ ませ ん．…

　　帰宅後は読方や 書方 な ど二 三 十分間復習させ ま し

　　て ，七時に は もう寝させ る こ とに定め て あ ります．

　　長女 の 方は十時と決め て ゐ ますj．（事例 11）

　以上 の 通 り，生活水準の高 い 世帯に お い て は，新中

間層が直面 した構造的な 父親不在 （沢山 1990b，141−

142）の も とで ，主婦 が 家庭に お け る 子 ど もの 教 育責

任者 と して の 自覚を強め ，予習
・復習か ら受験指導，学

校参観 に い たるまで積極的に 関与する と と もに，子ど

もの 生活全体を管理 する とい う，学校教育 に強 く規定

され た 主婦 の 生活展開 の あ り方 を見出す こ とが で きた，

　 2） 主婦 の 学資確保行動 と意識

　主婦の学資確保行動へ の 言及 の あ っ た記事に は ，生

活水準 の 高 い 世帯の 事例は一
つ も含まれ て い なか っ た ，

全 10点 の うち事例 5 は夫の放蕩を克服 した体験談で

あ り，子どもの 教育に つ い て は 「子供の 教育費に と，

月々 貯金」 して い る こ とへ の 言及 が あ る の み で ，具体

的な意識や行動に つ い て の 言及はなか っ た．そ こ で こ

れ を除 く9 点の 記事に つ い て 内容を検討 した とこ ろ，

い ずれ も子どもの 学業成就へ の 願望が強 く表明され て

お り，そ の ため の学資の必要が主婦 に貧困 を意識 させ，

学資確保 に つ な が る 二 種類 の 行動を促 して い た．ひ と

つ は 内職に従事し， 家庭 に い なが ら収入増加 をは か る

行動，もうひとつ は生活物資の 節約や 生活物資や サ ー

ビ ス の 自給化に よ り消費抑制をは かる行動 で あ っ た．

　 i）収入増加行動 と意識

　 4 点の 記事に 示 された主婦の 内職行動は ，「教 育貯

金」 （事例 23）の 言葉に示され る よ うに，い ずれ も子

どもの成長に伴 い 将来的 に 発生す る で あ ろ う学資の 必

要 に 備 える こ と を目的とす る行動で あっ た．しか しそ

の 必要額に対する認識は，「（子 どもの ）進み たい とい

ふ 道」に進ませ て あげ る こ と が で きる程度 （事例 18），

「予想の つ くまで 」 （事例 21）， 「不時に備ふ る や うに」

（事例 23）などの 言葉が示す よ うに，漠然と した もの

で あ っ た．決 して余裕があ る とはい えない 経済状況 と，

物価変動に関わ らず夫
一

人の俸給で 生活費の全て を賄

わなければな らない とい う生活不安の なか で ，それ で

も何 とか子 ど もには満足な教育を授けた い とい う漠然

とした願望が，主婦に より
一

層の 経済的不安を意識 さ

せ ，内職行動を促 し て い る様が 確 認 で きた．

　事例 工8 の主婦は 子 どもの 進学希望 を叶えた い と願

う心情を次の ように語 っ て い た．

　　　「折角体格 も頭脳 も優れ て ゐ る子供 に，進み た

　　い とい ふ道に進ませ る こ と が で きない 原因が，金

　　が 不足 だ か ら と い ふ の で は，い か に も残念なこ と

　　だと，明けて も暮 れ て も胸
一
杯で ござい ました」，

　こ の 主婦が考えた方策は，・次の ような過程 を経 て 内

職 に 従事する こ とで あっ た．

　　　「百の 思案 も一
の 断行 に及 ばぬ と思 つ た私は，

　　昨年早 々 か ら実行がで き る や うに と，殆 ど不 眠 不

　　休で計画 に 取 りか ・ りま した．…私の 労力を金銭

　　に か へ る こ と が で きる や うに，「私の 時間上 を得

　　よ うとする計画 で ご ざい ます ．…まだ 売る に は 惜

　　 しい もの も，和服 とい ふ和服は ，浴衣二 三 枚づ ・

　　の ほ か全部売 り払 つ て しまひました．…衣類 の 整
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　　理 と同時に，子供
一

人 に
一
個つ つ 普通 の 大 きさの

　　箪笥 を作 らせ ま した ．…
それ と ・ もに ボ 縁側全部

　　に 蓆 を敷 きま して ，一
週
一

回 の 大掃除 の 外は，雑

　　巾を朝夕に か けなけれ ば ならな い 手数 を省 きまし

　　た ，…
そ れ等の改革から得る時間を，四 時間と計

　　上 しまして ，そ の 標準 で 午後 に 三時間，午前
一
旧寺

　　間を私の 勤労時間 と定め て
，

ミ シ ン の 刺繍 を し て

　　をります」．

　主 婦 が 内職 を始め た と こ ろ で ，夫婦 と子どもだけの

世帯 で 家事を代替する もの は な い ．学資補助の た め の

新たな労働 の 必要が，家事 の 合理化を促 して い る様を

確認する こ とが で きた，

　 ii）消費抑制行動 と意識

　消費抑制 に 励み 学資の 確保 に 努め て い る こ とが記 さ

れ た記事の うち，節約に の み励んで い た事例が 4 点 ，

節約とともに 生活物資の 自給化を行 っ て い た事例が 1

点 で あ っ た．主婦 の 節約行動 が 記 さ れ た 4 点の うち，

唯
一

学齢期の 子ど もを もつ 事例 57で は，現在 ，大学

と 女学校 に 通 う三 人 の 子 どもをもつ もの の ，夫以外 に

娘 二 人が会社員 と して 働 い て い る た め ，三 人合わせ た

世帯収 入 と して 百七拾円 を得て お り，夫婦二 人と六人

の子ども，母親とい う九人 の 「大家族 を切 り廻す」 た

め節約に励ん で い る こ とが記され て い た．それ以外 は

学齢に達し て い な い 子 どもをもつ 世帯の 事例 で （事例

1，19，27），．「まだ学校 へ 出 ませ ん の で ，ど の 位費用

の か ・る もの か見当がつ きませ ん 」 （事例 19）と の 言

葉 が 示す よ うに，学資の必要に対す る実感 の 曖昧．さが，

主婦 に 最 も手近 な消費抑制行動で ある節約行動を促 し

た もの と思 われた，

　 5歳 と 3 歳の 子 どもを もつ 事例 1の 主婦は 「子供 に

だ け は一．
通 りの 教育を授けた い 」との 理由か ら，節約

に励む様を次 の よ う に 記 して い た ，

　　　「炭は九 月頃 の 安価 の 時 に冬 の 分 をも買ひ込み

　　ました の で毎月それを貯金通帳へ 返金 して ゐ ます．

　　…
また 風 呂焚 き用 として ，コ ーク ス をませ て 用 ひ

　　 ます，粉炭 まで 棄 て ない やうに注意 して ゐ ま して

　　 も，こ れ以上倹約 は 許 され ませ ん ，…公務用被服

　　は，朝鮮時代 に 作 つ たの を間に合はせ て ，い ろ い

　　ろ修繕 に の み費 して を ります」．

　 ま た 9 歳 を長子 と す る 三 人 の 子 ど もを もつ 事例 26

の 主婦は 「（子 どもに ）学資 に 不 自由な く勉強 させ て

や りた い 」 との 理 由か ら，「動 員令 で も出 た か の や う

な気持で」節約 に励 む傍 ら，家事の
一

環 と して 「実家

の 山で 薪を伐 つ て きた り．畑 に 蔬菜 を栽培 した り，鰯

の 粉 を煮 出汁 に」す る な ど 物資を自給 化して 学資の確

保に励ん で い た．

　以上 に示 し た二種の学資確保行動は，い ずれ も主婦

の 生 活の 多忙化をもた らすもの である．内職は家事 と

仕事とい う二 重労働 を もたら し，生活物資 の 節約
・自

給化は家事の拡大 に連動す る，しか し同時にそれ らは

子 ど もの 将来の よ りよ い 生 活を保障す る 学力形成 に つ

なが る行動 で もある ．従 っ て 主婦は 内職や家事に教育

的意味 を見出 し，ますます精力を傾 けて い っ た もの と

思 われた．

　3） 子 どもの更正をめ ぐる主婦の 行動と意識

　問題 を抱 え る 子 ど もに 関す る 二点の 記事は，とも に

1↑亅学康 の 子 どもを更正 させ た 主婦 の 体験談で あっ た．

両者と も子 どもの 生活態度 の 悪化 を問題 にす る もの で

あ る が，主婦の 問題意識は子どもが 進学を意識す る学

齢 にあ るため ，生活態度の悪化は学業成績に も直結 し，

子 どもの 将来 に も悪影響 を及ぼ す こ と と なる点 に あっ

た ．

　そ れ は事例 25 の 主婦が 「カ フ ェ
ー」や 「活動」 に

通 い 始 め た 子 ど もを前 に ，諭 して 聞 か せ た次 の 言葉に

明 らか に 示 され て い た、

　　　「そ ん な に し て ゐ た ら，学校 も続 けられな くな

　　る し，従つ て 上 の学校に も行か れ な くなる．さう

　　すれば生涯，人 の 下積み で暮ら さ なけれ ばな ら ぬ 」．

　言葉で 諌め て も聞 き分け の ない 子 ど もに ，こ の 主婦

が とっ た行動は子 どもを 「愛 し尽す」 こ とで あ っ た．

具体 的 に は 子 ど もの 望む着物を拵えて や る こ と，食膳

に好物をそ ろ えて や る こ と ， 縫 い 物 の 内職 で 収入を得

て 物資的に不自由させ ない こ と，などで ある．そ して

そ の愛情 が 子 ど もに伝わ り苦労が 実 を結 ん だ こ と は ，

「月日 は 流 れ て ，今は彼は某大学の高等学院に通学」

して い る とい う，学業面 で の 成果 と して 語 ら れ て い た ，

　 また事例 8 の 主婦 も我儘な子 ど もの 生 活態度 を 改 め

る た め ，夫の 病気に よる離職 とともに，女 中を廃 止し

自 ら 家事に 従事 して い た と こ ろ ，そ の 「誠意あ る と こ

ろ」を子 どもが理解 し，そ の 後 「医専を卒業」 し今で

は病院 を開業す る まで に な っ た と語 っ て い た，

　以上 の 二 つ の 記事 に 示 さ れ る と お り，主 婦 は 子 ど も

の将来 に学力が決定的 に 重要 と な る こ と を強 く意識 し

て い る．我が 身の 振 る 舞 い を通 し，怠業に傾 きか けた

我が 子の 学業意欲 を再 び 喚起 しよ う とす る意識 が ，家

事 ・gコ内職に励むとい う主婦 の 行動 を促 して い る様を確

認す る こ とが で きた ．
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　以上 の結果か ら，子 どもの教育をめ ぐる 関心が 主婦

の 生 活展開の あ り方とどの よ うに 関 わ っ た の か を考察

する．

　子 どもの しつ け，生活環境 か らの 感化 ，学業，学資，

怠業か らの 更正 ，とい う五 つ の 方向に向けら れ た 主婦

の 教育的関心は ，それ ぞ れ 特徴的な意識を伴 い なが ら，

主婦の 生活行動を大 きく二 つ の 方向に導い た とい える．

ひ とつ が主婦の 生活を子 どもの世話役割中心の もの へ

と導 く方向，もうひ とつ が主婦の積極的な家事労働を

促す方向で あ る ．

　厳格 に なされた自分 の しつ け こ そが我が子に とっ て

の 真 の 教育 で あ る とい う認識，教育的 に 整備 さ れ た 生

活環境に我が子 を隔離 したい とする欲求，家庭 に おけ

る 我が子 の 教育責任者 と して の 自覚，こ れ らは い ずれ

も主婦の 生活 を子 どもの 世話役割中心 の もの へ と導 い

て い た．また 自分の勤勉 ・規律的な生活態度に我が子

が 感化され る こ とへ の 期待，教育的な生活環境 を我が

子に 提供 した い とする欲求，生活不安 の もとで の我が

子の学業成就へ の 願望 ，自分の働 く姿に よ っ て 怠業す

る我 が 子 の 学習意欲が喚起さ れ る こ とへ の 期待，こ れ

らは一
方 で は 消費支出 の 抑制 を目的 と して ，もう一

方

で は 家事労働 に励 む と い う行為自体 を目的 と して ，い

ず れ も主婦の 積極的な家事労働を促 して い た，

　そ して こ こ で 注目され る の は，
一
部の高所得層 を除

く
一

般 の 主 婦 は，そ の 高 い 教育的関心 を直接的 な子ど

もへ の 関与で はな く，家事労働に 反映 させ て い た点 で

あ る．新 中間層で はあ っ ．て も上層で は な い ，む しろ

「腰 弁」 と揶揄 され る対象 とな っ た で あろ う多 くの 新

中間層 の 主婦 は，生活不安 の なかで子 どもの 教育に 対

す る必 要を意識すれ ば す る ほ ど，そ の ため の 費用 の 必

要や子 どもに とっ て 最も身近な我が身の あ り方を強 く

意識する こ ととな り，家事労働に精力を傾ける こ と に

な っ た と い え る．換言す れ ば ，子 ど も と の 関係 に お い

て多くの 主婦 は自分 の 家事労働 に 教育的意義 を見出 し

て お り，教育的 に 意義 づ け られた家事労働は，教育熱

心で あろ うとする 主婦に よ っ て
一

層，促進され る こ と

に なっ た とい える だ ろ う．

　 と こ ろ で 本稿 の 分析 で 明 らか に な っ た主婦の 生活展

開の あ り方 は，どの ように形成 され たもの で あ っ たの

で あ ろ うか．中流家庭 の 婦女子 の 養成 を目指 して 組織

さ れ た 教 育機 関が 高等女学校 で あ っ た こ と を想起す る

ならば ，そ こ で の 教育内容 に 要因 の
一

端 を探 る こ とが

で き る で あ ろ う．

　当時，高等女学校で使用さ れ て い た家事科教科書の

「育児」「家庭教育」に 関する内容をみ る と，学業面 に

つ い て 学校 との 連携 を怠 らず学校参観 も積極的 に 取 り

組 む こ と （三輪 田と兒崎 1904，74 ；佐 々 木 1906，29

な ど）が説かれ るとともに ，子どもの 生活環境へ の配

慮に つ い て は，安易に育児を子守 りや乳母 に任せ な い

こ と （甫守 1908，123−124，1911，116−117な ど），

子 どもの 友人 の 選択 に 留意す べ きこ と （村田 と喜多

1902，90 ；教育学術研究会 1908，80 な ど），徳性の 涵

養に つ い て は 母親が 率先 して 勤勉 を示 し子 どもの 模範

た る べ き こ と （星 と 中島 1902，70−71 ；戸野 1907 ，

60−63 など），などが強調 され て い る．こ れ らは本稿

で み て きた 主婦の 生活展開 の あ り方と見事な整合性 を

示 して お り，彼女た ちが高等女学校 の 教育にい か に忠

実 に従 っ たかが理解 され る，産業構造 の 転換の なか で

新た に 誕生 した新中間層の 主婦は，農村社会の 共同体

規制か ら解き放た れ て い る とい う意味に お い て 極め て

自由な生 活を享受 で きる立場 に あっ たが，その こ と は

同時に 倣 うべ き生活の 範を持たない こ とを も意味 した

か ら，彼女た ちが学校で の 教育に依存 して い っ た の は

当然 の 帰結 で あ っ た か も しれ な い ，

　5，まとめ と要約

　本稿は，第
一
次世界大戦後か ら大正期末まで の 期間

に刊行さ れ た雑誌 『主婦之友』第 3 巻 1 号か ら第 10

巻 12 号 （大正 8〜15 年）に お ける，新中間層主婦 の

生活体験記事を用い ，子 どもに 向けられ た 主婦の 教育

的関心は どの ような生活行動と し て 展開 した の か ，そ

して 主婦 の 生活展 開 の あ り方とどの よう に関わ っ たの

かを分析 した．そ の結果，以下 の 知見が得 られた．

　  主婦は 自分の し つ けこ そ が 我が 子 に と っ て 望 ま

しい 教育である と認識 し，子 ど もの 世話役割 か ら他者

を排除する 傾向が み られた．

　  主婦は 生活環境 を教育的に整備する こ とに よ り

子どもが感化 され る こ とを期待 し，
一

方で は勤勉か つ

規律的な家事行動を行 い ，もう
一

方 で は 子 ど もを教育

的な生活環境 に囲 い 込み ， あ るい はそ の ため の 生活水

準 の 向上 を 目指 して節約に励む，な どの行動を とる傾

向が み ら れ た．

  主婦 は 自分 が家庭 に おけ る子ど もの教育責任者

で あ る こ とを自覚 して お り，予習 ・復習をみ る ，受験

指導をする，学校参観 をする，生 活管理 をす る な ど積

極的 に学業に 関与する傾向が み ら れ た ．

  主婦はた とえ経済的に 困難 で あ っ て も，是非 と
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も子 ど もには 教育を授 け た い と願 っ て お り，節約 に 励

む，家事の 傍 ら内職 をす る ，な ど の 行動 を と る 傾向が

み られた．

　  主婦は怠業する我が子が学業成就で きる こ とを

願 っ て お り，学習意欲 を喚起す る た め，家事労働や内

職 に励む傾 向がみ られた．

　  以 上 か ら，主婦 の 教育的 関心 は ，大 きく分 け て

主婦の 生活を子 ども中心の もの とする，積極的な家事

労働を促す とい う二 つ の 方向に導 く役割を果 た して い

た と い え る．しか し両者の 違い は 主 と して 生活水準 の

違い に由来す る もの で あ り，当時の 新中間層の多数を

構成 した低所得世帯で は，教育的関心は 主婦 の 家事労

働 を促す方 向 に 機能 した もの と考えられる，

　本稿 で は新中間層の教育的関心 と主婦の 生活行動 と

の 関連を分析する こ とに よ り，高い 教 育的関心 が 積極

的な子 ど もへ の 関与 を導くと い うだ けでな く，積極 的

な家事労働 を促す と い う，新たな生活展 開 の 回路 を見

出す こ とが で きた．またそ の分析を通 じ，子ど もとの

関係に お ける 主婦の家事労働の 主観的意味づ けに も迫

る こ と がで きた ．しか し教 育的関心が描 か れ て い ない

体験談 も多か っ た こ とか ら，主婦の 生 活を規定 した要

因は他に も多い こ とが予想 され る．また夫 との 関係に

お け る主婦 の 家事労働 の 意味づ け も解明 され て い ない ．

こ れ らを明 らか にする こ と に よ り，新中間層主婦 の 生

活実態 に さら に深 く迫 る こ とが今後の 課題 で あ る ，
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