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■　書　評　■

園田 英弘 ／濱名篤 ／廣田照幸著

『士族の 歴史社会学的研究一
武士の近代

一
』

大分大学 山 岸 治 男

　もし，読者が 人間 ・社会 ・歴史……等

に少 しで も関心を持 つ な ら， 本書 は そ の

関心 を魅了 して や まな い だ ろ う。 で は何

が魅了する か
。

一
つ は本書 が扱 う問題 ・

課題で あ り ， もう
一

っ は駆使 した方法と

それ に よ っ て 導き出され る斬新な結論で

あ る。
こ う記 すと ， 剣豪の道場破 りを印

象づ け る か も知 れ ない が ， 実際の 論述 に

あ た っ て は先行 研究 の 丁 寧 な 吟 味， あ

た っ た資料 の きめ細か な分析 ， 分析 を通

して 結論で きる命題 と命題化す る に は な

お検討の 余地を残す内容の 厳密な区分け

な ど，謙虚 な姿勢が 貫か れて い る。

　内容は次 の よ うに構成 され る 。 序章で

問題意識 ・研究方法 ・研究 の 意義等 に つ

い て ふ れ る 。 以下 ， 各論 と して ， 明治前

半期 に お け る旧武士 集団の 解体 と社会移

動を第 1 部 （1〜 3 章）で ， また 「解体 ・

移動」 が通婚や 相続 な どの 家族 レ ベ ル で

ど の よ うに 進行 した か を 第 ll部 （4〜 5

章）で ， さ らに ， そ う した変動過程に お

ける士族の 社会移動 と教育機会 の 関係 を

第皿部 （6〜 9 章）で 扱 う。 全体を貫 くの

は，士族の 社会移動 を素材 に，近世か ら

近 代 へ の 歴史の 移行を，連続 ・断絶 （非

連続）の 両視点か ら再検討す る作業で あ

る。
そ れ に よ っ て ，俗説 は もちろん ，通

説を も洗い 直そ う とす る強い 意欲が示さ

れ る 。 そ の 際 評者の 関心 を よ ぶ の は t

3 氏が社会移動を単に社会的地位 ・役割

の 達成 （または 失敗） とい うハ
ー

ドな側

面か らだ けで な く， それ に 伴 う社会移動

者 （本書で は士族） の 社会意識 （成就感

や 喪失感 な どの 内面 状態）に まで た ち

い っ て 論述 しよ うと した点で あ る。

　で は ， どん な 課題 が設定 され ， どん な

方法 が 使 わ れ ， どん な結 論 が 出 さ れ た

か
。

そ れ は どん な 意味あ い で 斬新 な の

か 。

　 まず ， 序章の 中ほ どで 園田氏が 「わ れ

わ れ に と っ て 見逃す こ とが で きな い の

は，武士層の あ る部分 は， 自己変革を通

して ， 新 しい 社会集団 と して 明治 に生 き

延 びた と い う こ と で あ る。 以 下，今ま で

不当に 無視 され て きた ， 武士 の 「上昇転

化』 の 側面を見て お こ う」 （22頁） と述

べ
， 武士は没落 した とす る通 説に挑戦す

る 。 これ を受け ， 第 1章で は ， 明治社会

に ，それ もか な りの 部分が 「優位に 生 き

延 びた」旧武士層 に おい て，厂何が媒介要

因 とな っ て 社会移動の 優位性 を導 き出 し

たか」 （51頁）， その 媒介要因の 解明に 問

題 の 焦点 を あて る べ き こ とが 論 じられ

る。

　第 2 章，第 3章は ， 士族の 「自己変革」

が通説 とは逆 に か な り順調に すすん だ こ

とを実証す る 。 そ の 背景 と して あげ られ

る の は ， 武士が そ の 身分 に 包み こ む形で
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持 っ て い た 「職分」観が 明治以後 に発生

する近代的諸 「職業」 へ の 横すべ りを可

能 に した点 で ある。 逆 に い えば ， これ に

失敗 した士族が ， 通説どお り没 落を余儀

な くさ れ た こ とに な る 。

　 さ らに 第 6 章 〜 第 8 章にか けて ， 社会

移動の 優位性を導 き出した 媒介要因の 重

要な
一

っ と して の 学校を検討す る。
こ の

検討か ら， 学校が最初か ら職業 へ の チ ャ

ン ネル で あ っ たの で はな い こ と，通説 と

は逆 に，士族 は学校教育機会 をか な り優

位に 活用 し得 た こ と等を次々 と実証 す

る。

　 こ れ ら各章 で 特 に 注 目す べ きは ， 第 4

章 ， 第 5 章 で も そ うで あ る が ， 同 じ く

「武士」な い し 「士族」と して
一

括 さ れ や

すい 旧武士層 を ， さ らに 上層 と下層で 異

な る対応が あ っ たの で はない か と仮説 し

て 行 う分析の きめ細か さ と鋭 さ で ある 。

サ ン プ ル が 少な い と評す るむ きもあ ろ う

が
，

こ こ はむ しろ，資料的拘束の 多い な

か で ， まれに み る優れ た分析だ と評す べ

き で あ る。 統計 数値の 使い 方に つ い て

も ， 「占有率」が持 っ 弱点をっ きt む しろ

「輩 出率」 の ほ うが妥 当で あ る こ とを指

摘 し， 何点か の 著名な 先行研究の 結論 に

修正 を せ ま っ て い く （85頁）。

　 こ うして ， 社会制度の 変遷をた ど るだ

けで は容易に観察 ・洞察 し難い 明治前半

期の 士族 の社会移動 ， お よ び そ れ を方 向

づ けた政治
・経済の 動態 と士族各層の 心

的 ・精 神 的葛藤 ・思索 の 相互 作 用 （交

渉 ・確執）が ，著作全体を通 して リア ル

に 浮 き彫 りに さ れ る の で あ る。 特定 の

「史観」 を先取 り して しま うの で はな く，

資 （史）料を丹念 に 調査 し，資料か ら仮

書　評

説や結論を導 く手法を貫 い た点 に敬意を

表 したい 。 こ うした碩究姿勢が ， 例えば

「現代 の われ われ に と っ て は ， 岩村 に お

け る明治 7 （1874） 年の下等小学を修了

した士族の 多 くが学齢 を大 き く上 回 っ た

人 々 で あ っ た こ とは驚きで あ る。

……わ

れわれは
， 『学校』とい うと 『教育の 場』

と反射的 に連想するが
， 明治初期の学校

は果 た して そ の よ うな イ メ
ージ だ けで と

らえ られて い た の で あ ろ うか 。

……彼 ら

に と っ て は 自らの （小学訓導 に な る こ と

の で きる）『能力証明』もしくは 『資格付

与』の 場…… として 学校をみて い た とも

考 え られ る 。

……当初 の こ う した 利 用

が ， 結果的に 地方 レ ベ ル で も多 くの 国民

に ， 学校 の地位形成機能 を明示的 に示 し

た の で は なか っ た の か」 （317頁）等の 発

見ない し推論 を可能にす るの で ある。

　 と ころで ，本書は あえ て 「歴史社会学」

と銘打 っ て 世に 間 うた著作 で あ る。 そ こ

に は
，

こ れ まで の 歴史学 の 成果に 対 し

て ， 謙虚で は あるが ， か っ 「歯痒 さ」を感

じて い る様子が垣間見 られ る。 本書に歴

史学や社会学を本職とす る人 々 が 目を通

すな ら，必 ずや教育社会学か らの か な り

大 きな刺激剤 を自覚する に ちが い な い 。

　最後 に ， 蛇 足に な る が ， 主 と して 農村

を フ ィ
ール ド とし， 農民を研究対象と し

て きた評者に と っ て 刺激 を受けた点を記

した い 。 そ れ は通説で は ， 多 くが大正期

まで に没落 した とされ る農村の 旧中層地

主 の近代お よ び現代を ， あ らた めて 検討

し直す必要 が あるか も知れ な い と 自覚 さ

せ られ た点で あ る。

　　　　　　 ◆A5 判　354頁 ， 5665円

　　　　　　　　　 名古屋大学出版会
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