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近代 日本に おける身体 の 「政治学」
ω

の た め に

一 明治 ・大正期の 女子中等学校の 服装を手が か りと して
一

安東　由則

1． は じめに

　あ る社会に お け る衣服 の 基本的な形態が 大 きく変 わ る とい うこ と は ， そ の 社会の 根

本的で 重大な変革を意味す る。 あ る民族， ある社会 の 歴史の 中で 育み形づ くられて き

た 衣服 は ， そ の 生活様式 に馴染み ， 人々 の 精神が そ こ に は編み 込 まれ て い る もの で あ

り， そ の 形態が大 き く変化す るとい うこ とは ， 当該社会の行動様式や生活様式 ， 価値

観まで もが そ っ くり変わ っ て しまうとい うこ とで あるか ら （家永　1957
，
1976

， 多木

1988な ど）。 衣服は そ れぞ れ の 社会 に おけ る規範 や欲望 な どを敏感に 反映す る多層的

な テ ク ス トで あ る 。 そ の 衣服を鏡 と して ，衣服が変化 して い っ た社会状況 を丹念 に読

み 解 い て い くこ とで 当該社会 に お け る権力関係 ， 人間関係 の あ り方が見 え て こ よ う

（村上　1967，
1972a

，
1972b

，
　 Perrot訳書　1985）。 衣齦自体，ある い は そ の 変化 に注

目す る こ とは社会学的 ， 「政治学」的に大 い に意味が あ る （家永　1957
， 山岸　1982，

江原　 1985，多木　1988な ど）。

　日本に お い て は，明治 ・大正期 に服装 の 大 きな変化を経験す るこ とに な る。
こ れ は

同時に ，価値観の 大 い な る転 換で もあ っ た 。 日本服か ら洋服 へ とい ち早 く変わ っ て

い っ た の は政治家や官僚 らで あり，軍隊や警察 な ど政府直轄の 職業集団を中心 と した

男性か らで あ る 。 学校 に おい て も， 明治 19 （1886）年頃よ り男子中等学校 の生徒に 陸

軍下士 官服 を真似た西洋式の 制服 が取 り入 れ られて い っ た 。 これに比 べ て 女性 の 洋装

化 はた い へ ん 遅 れ る 。 皇族な ど ご く
一

部の 特権階層 を除い て ， 女性の 洋装化が進 む の

は大正 期 に入 っ て か らで あ り （石川　 1968， 中山　 1987な ど）， 女子中等学校生徒の 服
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装に して も， 明治期に お い て は袴 ， 着流 し，
バ

ッ ス ル ス タイ ル ，着流 しへ の 逆戻 り，

そ して 女袴 ， そ の 改良服，大正期 に な っ て 健母服， セ ー
ラ

ー服 とい う具合に 複雑な変

遷 をみ せ る （佐藤 　1976， 蓮池　1978−87
， 西村 ・福田　1989な ど）。 明治前期 に変化

して以 後あま り変わ る こ とがな か っ た男子生徒の 服装 と比べ
， 女子服装 の変遷ぶ りは

好対象で あ っ だ
含）

。

　本稿で は ， この よ うに 明治 ・大正 期 を通 して 目ま ぐる しい変化 をみ せ た女子 中等学

校 の服装 に注 目す る 。 当時 ， 社会
一

般 に おい て は着流 し姿が ず っ と多数を 占め て い た

わ けで あ るが，女子中等学校は エ リー トで あるが ゆえ に 国家の 政策 （欲望）の 直接的

な 影響を受け ， その結果 ， 服装は複雑な変遷 を辿 っ て い っ た 。 近代 とい う新 たな る社

会 へ と変貌す る過程で ， 女性が社会 に い か に位置づ け られて い っ た の か ，そ こ に はい

か な る権力作用が はた らい て い たの か を探 る こ とが本稿の 課題で あ り，そ の 大い な る

手が か りを与えて くれ るの が女子中等学校の 服装 なの で ある
。

　こ の 課題を探 っ て い くと き，本稿で は，初め か らあ るひ とつ の 小さな権力作用 にの

み焦点を絞り込み ， それ を通時的 に追 い か ける とい う構成は と らない 。 なぜ な ら， こ

こ で は 衣服が変化する過程で 同時 に は た らい て い る複数 の 力を包括的に捉え た い の で

あ り， ひ とつ に 絞る こ と は複数の 力の 関係性を 無視 して しま うこ とに な る か らで あ

る。 そ こ で まず ， 明治前期 と後期以 降に 分 けて 服装変化の 全体的な流 れを追 っ て い く。

もちろん ， そ の 変化 を促 した社会状況や 人々 の 言説 に も詳細に眼 を配 りなが ら。 そ う

して 後，衣服の 変化に考察を加え， その 流れ の 中に 重な り合 っ て い る権力作用を 明 ら

か に した い
。

　以 下 ， 検討 して い くわ けで あ るが ， そ の とき フ
ー コ ー

の次の よ うな指摘 は重要 で あ

り， 念頭に お い て お く必要が あ る e 「単に 他の 人 々 に こち らの 欲す る事柄を さ せ る た め

ば か りで な く， こ ち らの 望み 通 りに，技術に の っ と っ て ， しか もこ ち らが定 め る速度

お よ び効用性 に もとつ い て 他 の 人 々 を行動 させ るた め に は ，
い か に して こ ち らは彼 ら

の 身体を掌握で きるか
，

そ う した 方法を定義する」《政治解剖学》に 基づ く規律 ・訓練

が ，「《従順な 》身体 を造 り出す」 （Foucault 訳書　 1977
，
143頁）。 肉体を拘束す る こ

とで 身体の 意識を覚醒させ
， その 可視性， 日常性ゆえ に 人々 の 視線を通 して 望 ましい

と され る規範を知 らず知 らずに 自然な もの と して 「私」の 身体の 中に作 り上 げて い く

衣服 は， ま さに フ
ー コ ーの い う 「従順な 身体」 を作 るた め の 重要な 規律 ・

訓練 の 道具

と な る の だ （鷲 田 　1989）。
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2． 明治前期に お ける服装の 変遷

  　「溝流 し」か ら 「男袴」へ

近代 日本に お ける身体の 「政治学」の ため に

伝統 と近 代の 間で

　明治前期は近代学校が整備 され て い っ た 時期で あ るが ， 中等教育 はまだ そ れ ほ ど普

及 して い なか っ た 。 特 に女子の 場合は 全国で 数え る ばか りの学校数 しか な く，男子に

比 べ て そ の 普及 は非常に遅れ て い た
 

。 女子生徒の 服 装 は とい うと， 明治30年代に な

る まで 基 本的に は 着流 しと呼ばれ る 日本服で あ っ た とい っ て よ い だ ろ う。 後述 するよ

うに，袴姿が現れた り， バ
ッ ス ル とい う洋装を着せ られ た時期 もあ っ たが ， そ れは一

時的な もの で あ っ た り ， また特別な学校に 限 られ た もの で ， それ ぞれ根付 くこ とは な

か っ たの で あ るか ら。 着流 しとは ， 衣と裳 に分かれ ず ， 1枚 の 布 に袖を通 して 羽織 り，

前袷 に して帯で布 が開 くの を止 め る とい う ス タイ ル の 着物で あ り， 袖に は大な り小な

りの 袂が あ る 。 江戸時代の 元禄期頃に遊廓か ら
一

般 に広 ま っ た と され る固 く，幅の 広

い 女性の 帯 は ， 身体活動をひ どく制限す るもの で あ っ た。

　着物を着 る とは， 日本髪や下駄 草履な ど もセ ッ トに な っ た もの で あ るか ら， 客観

的に み る とか な り動 きづ らく， 苦 しい 姿勢が強要 され る こ と とな る 。 しか し， 家父長

制的 ・ 儒教的伝統の 中で ， 上の よ うに活動を制限 され た人形の よ うな姿 こ そ が貞順 ，

静淑 ， 温和の 印で あ り ， 「女 ら しい 」とされた の で あ る 。 御雇外国人 と して 来 日 した 医

師 ベ ル ッ は， この よ うな 「女 らしさ」を次 の よ うに揶揄 して い る 。 「日本の 男子は婦人

を活動 させ まい と考へ て ， 拵へ た衣服 で あ ら うと思 はれ る節々 が沢山見え る……
衣服

の 為に 歩行 も動作 も充分な らざ る結果と して 日本で は婦人を美とす る理想 の 標準が変

化 して 来ま した，即 ち婦人 の 品の 宜 い と云 ふ の は，足 を大股に 歩かな い で ， 千鳥足に

運 び ， 頭脳 は真 ッ 直 ぐに上 げな い で ， 俯向い て 居 るの を上 品な態度 と し……青白な痩

せ た 人を美人の 體裁 と して 賞する」（Balz　1902a
， 13− 14頁）の だ と 。 当然の こ とな が

ら
，

こ う した 格好 は，板張 りで 西洋 の机，椅子が取 り入れ られ た学校とい う西洋型の

生活空間に お い て は お お よそ 不向 きで あ っ た 。

　明治 5 （1872）年 ， 東京女学校の設立に 伴い ， 着流 しで は教場 に不都合で あ る と して

文部省が女学校 の 生徒 に 羽織 袴を着用 させ よ うと太政官正院に伺い を 出した とこ

ろ ， 袴の 着用の み が許可され た （佐藤　1976
，
7 頁）。 明治 8 （1875）年の 東京女子師

範学校の 開校 に 際 して ．入学生 らは袴を穿い て 開校式 に 臨ん で い る 。 皇 后 も出席 した

入学式 の 様子 は ， 「唐人髷 に 袖の 長い きもの で ，か らだ の 上半分はや さ しい 若い お嬢 さ

ん た ちの ，下半分 は腰板の つ い た小倉袴 とい う異様 な姿」 をみ て ， こ れ に 出席 した女

官た ち は 「あや うくふ きだす と こ ろ」だ っ た が ， 御所 へ 帰 っ て か ら 「笑 い の 渦 に 湧 き
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返 っ た」（山川 　1972
， 49頁）と伝 え られて い る。 当時にお い て ， それ ほど女性の 袴姿

は珍 しく ， 女性の 着物と袴の 組み合わ せ は滑稽に も見え たの で あ る。 と もあれ女子生

徒 た ち は 「塾 を開 き しよ り往 々 婦女子 の 袴 を着 し洋書を懐 に し， 街上 を往来す るを見

た り」（明治 5年 『新聞雑誌」。 渋沢　1979，555頁 よ り再引）な どとい うよ うに ， 明治

初頭に は ， 袴を着けて さ っ そ うと街中を闊歩 して い た よ うだ
。 旧来の 因習を破り当時

の い わゆ る書生 の 格好を し，男性に 互 して 学問を学び，新 しい 世界 に出て い こ うとい

う志 に満ちた彼女 たち の 姿が そ こ に はあ っ た 。

　 しか し， こ うした女性の 服装変化 に対す る反発は す ぐさま起こ っ た 。 「甚哉奇異の 風

体， 実に 国辱と も云 べ し」（郵便報知新聞　明治 7 年 1月 15日），「生意気千万 ！女生徒

が靴袴そ れで 意気揚々 生か じ りの 同権論」 （東京 日日新聞　明治 14年 10月 3 日）な ど，

喧 しい 非難が新聞に掲載され る。 そ う して 明治16 （1883）年 ， 自由民権運動 へ の 弾圧

が強ま っ て い くな かで ， かつ て 女子生徒の 服装と して 袴を当て が っ た文部省は
， 今度

は逆 に 「異様 ノ装」「奇異浮華」と して女性の 袴姿を禁 じる通達 を出 したの で ある（4K5｝
。

（2〕 バ ッ スル ス タ イル の採用 と廃止

　明治 16年は ， 伊藤博文や井上馨 ら開明派 とい わ れた 政治家 ， 官僚 た ちが西洋諸国 と

の 不平等条約を改正す るため の 交渉窓 口 と して っ く っ た鹿鳴館 が完成 した年 で もあ っ

た 。 西洋流 の社交場で あ るか らに は婦人同伴で 参加 し， 踊 っ た りしな くて はな らな い
。

そ の ため に は 裾が割れ ， 動 きに くい 着物で は不便で あ るこ と， また 「日本着物を着て

い ると西洋人 は人形扱い して ， 対等 に はみて くれな い 」（Balz　 1979a
， 355頁）な どと

い う政治的理 由か ら， 上流の 女性 に は 当時欧州で 流行 っ て い た バ
ッ ス ル が取 り入れ ら

れ た。
コ ル セ ッ トで 腹部 ， 腰部を きつ く締 め上 げ， 裾を引 きず り歩 くこ の 服装 を ， 慣

れ ぬ ゆえ不格好に しか着 こ なせ な い 日本人女性 は，西洋人の 目に は 「あの 不格好な姿，

うま く適わ な い洋装 ， 眼 に あ ま るよ うな色彩」 （Chamberlain訳書　 1969，157頁）な

ど と嘲笑 の 対象に され な が らも， 国の た め に こ れ を纏わ なけれ ば な らなか っ た の で あ

る 。

　 こ の欧化政策の なか で 中等学校の 服装 も大 きな変化を遂げる。 明治 19 （1886）年，

森有礼文部大臣の もと， い わゆ る 「諸学校令」が 出されて ， 男子中等学校へ 「兵式体

操」が 導入さ れ た こ とに伴 い
， 学校に お ける服装 は袴姿か ら陸軍下士 官 の 制服 を真似

た とさ れ る洋装服 に
一

変 した 。

一方女性は とい うと， 官立唯
一

の 東京女子師範学校で

明治 19年に バ
ッ ス ル ス タ イ ル の 洋装が 制服 と して 採用 され た （東京 女子高等 師範

1981
，

56頁）の を皮切 りに ，翌 20年に は華族女学校で も 「體操科教習の た め運動に 便
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　近代 日本にお け る身体の 「政治学」 の た め に

利に して ， 而 も容儀を失はざ る洋服」 （女子学習院　1935
，
223頁） とい うこ とで取 り

入れ られ ， さ らに 21年 の 「尋常師範学校設備準則」 に よ り地方の 女子師範学校で も

バ
ッ ス ル 姿が み られ るよ うに な っ た の で あ る （中山　 1987，佐 藤　1996な ど）。

　女子生徒の 服装が洋装 へ と変化 した大 きな要因は ， 欧化政策の
一

環 とい う政治的意

図で あ る。 西洋に追 い つ き，対等 と認め られ るた め に は ， そ の 知識 ・技術の みな らず

立居振舞い な どの 生活習慣を身に っ け る こ とが肝要で ある と考え られ た
。 また

， 中央

の 女学校 の 生徒 らに は西洋人 の 接待係 と して ， さ らに は将来の 高級官僚婦人 と して の

大 きな期待が そ の肩 に担わ され たの で あ り， 実際， 東京女子師範学校や華族女学校と

い っ た
一

部の学校の 生徒 た ちは鹿鳴館に連れて 行かれ ， 不平等条約解消の た めの 外交

に
一

役買わ ねばな らなか っ た （本田　 1990，76頁）。 もうひ とっ 指摘で き る変化の 要因

は ， 文部省に よ る体操の 振興で あ る。 「諸学校令」 （i886）に よ っ て 女子中等学校生徒

に も必修科 目と して 「普通体操」が課 せ られ，奨励され る 。 それ まで の よ うに 体操を

名 目だ けで 放 っ て お くこ とはで きず ， 徐々 に で はあるが体操が 行わ れる よ うに な っ て

い く。 明治20年 に華族女学校が 洋服の 導入 を決め た の は ， 先に示 した よ うに普通体操

を実施するため で もあ っ た 。 女子高等師範学校の 第 1 回卒業生で あ り， そ の 在学中に

着物姿か ら袴に靴履 き姿， さ らに は洋装 に束髪 とい っ た ス タイ ル を次 々 と経験 した安

井て つ は，明治18年 に 「洋装 を採用 し，生徒 は洋服で 課業を うけ，又学校で ダ ン ス の

稽古を し」始め
， 「ダ ン ス は 日常の 運動遊戯で ，各種の ボ ー ル

， ク リケ ッ ト， 野球な ど

最近流行の遊戯等 も大抵は行 はれ て 珍 しく もあ りません で した」（青山　1949
， 225頁）

と述 べ て い る
。

そ れ くらい洋装化に 伴い 身体運動が盛ん に な っ て い っ た の で あ る（6］
。

　 しか し， バ
ッ ス ル の 着用に よ っ て 着流 しの 幅広 く固い帯 は解か れ ， 裾 の割れ る心 配

は な くな り，少 しは運動が しやす くな っ た とい っ て も，
コ ル セ ッ トで 身体 を締め っ け

裾を引きず っ て 歩か な けれ ばな らな い こ の ス タ イ ル もまた 決 して 女性の 身体 に 自由を

もた らす もの で はなか っ た 。

3． 明治後期か ら大正 期に お ける服装の 変遷
一一

t 近代国家の 身体へ

（1） 変化へ の 胎動

　明治 20 （1887）年，大 きな政治課題で あ っ た不平等条約改正 交渉の失敗に よ り， そ

れ まで の 欧化政策 へ の 批判が声高 に 叫ばれ だ し， 開明派が退潮 しは じめ る 。 さ らに 明

治22 （1889）年 に 「大 日本帝国憲 法」， 翌 23年 「教育勅語 」が相次い で 発布され ， 国家

主義的傾向が強ま っ て くる と， 女性を 旧来の 伝統の 枠内 に押 し返 そ うとす る動きが大

き くな っ て い っ だ 7［
。 そ うな る と女子中等学校で は

， 明治22年か ら27年頃まで に バ
ッ
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ス ル は捨 て去 られ （佐藤　1976
， 14− 15頁）， 袴 ど こ ろか着流 しに ，

つ ま りは元禄時代

の 姿 に逆戻 りして しま う。 その
一

方 で，男子生徒 の服装に変化は な く洋装制服 の まま

で あ っ た
。

　だが ， 近代化 とい う流 れの 中で 女性の みを一方的に 伝統 に押 し止め て お こ うとする

力 は そ う長 く続 きは しな か っ た 。 日清戦争を契機 に， 日本人の 身体へ の 関心 は大 き く

変化 し，女性 に 対す る従来の 考え方 もそ の服装 も変わ っ て い か ざ るを得な くな る。

　日本が近代に な っ て初め て 経験 した 外地で の 戦争で あ る日清戦争は ， 為政者た ちに

多 くの 反省 と教訓を もた ら した 。 死傷者の うち，死者 は戦闘に よ る戦死者が 1，417名

で あ るの に対 し， 病死者 は 11，894名 と断然多い
。 戦地入院患者を み て も戦傷者 が患者

1，000名 に つ き129名で あ っ た の に 対 し， 戦病者 は 871名 を数 え た 。 外地で は衛生状態 ，

栄養状態が思 い の ほ か 悪 く，十分な 予防策を な しえな か っ た こ と もあ っ て ，多くの 兵

士が脚気 や凍傷， コ レ ラ ，
マ ラ リヤ ， 感冒な どに 罹 り，あ る者は死に， あ る者は戦 う

こ とす らで きなか っ たの だ （山田　 1995， 234頁）。
こ の経験に よ り， 軍隊の 戦法や衛

生管理 も さ るこ と なが ら
， 国民総て の 身体の 健康管理 へ と関心が 向け られ るよ うに

な っ た 。

　ま た この 頃 ， 戦争以外の 要因に よ っ て も身体の 健康 は大 きな国家的関心事 に な っ て

い た
。

とい うの は ，
よ うや く発展 して きた初期の 近代産業 に お け る労働条件た るや惨

憺た る もの で ， 不衛生で 長時間労働 ， さ らに 栄養不足，
こ れに よ っ て 疲弊 しきっ た労

働者の 身体 に病気 は容赦 な く入 り込み，集団生活 は伝染病の 蔓延 に 拍車を か け る こ と

に な っ たか らで ある 。 特 に結核の 蔓延 は深刻で 、「死 に い た る病」と して 人々 を恐怖 さ

せ た （福田 　1994）。 戦争 に赴 く以前 に 男性 た ちが
， あ るい は内地に い て 支え る べ き女

性 た ちが 次 々 に 倒れて ，病気が 国民の 身体 と い う国家の 屋台骨 を蝕 み 始 め た の で あ

る 。

　こ う した危機的状況 に対処する た め に ， 国家 は国民身体 の 健康管理 に積極的に取 り

組 む よ うに な り，身体 の 管理 は もはや個々 人 の 問題 で はな く国家の 取 り組 む べ き課題

とな っ て い く。 特に これか らの 日本 を支え る望 ま しい国民 をつ く っ て ゆ くべ き学校へ

の 期待は大き く， 体操や ス ポ ー
ッ が奨励 され ， 衛生管理 に つ い て も配慮 が な され るよ

うに な っ た 。 そ の とき，衣服に も当然大 きな関心が払わ れ る よ うに な る 。

（2） 女袴の 誕生

　国民身体の 健康づ くりが 叫ばれ るよ うに な る と ， 学校 に お い て はす ぐさ ま体操 の 充

実や衛生改善な ど積極的な施策が な されて い っ た。 例え ば衛生面で は ， 明治 30 （1897）
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年 に 「学校清潔方法」， 「学生生徒身体検査規定」が ， 翌31年に は 「学校医に 関す る規

定」が次々 に 出さ れて い く。 「学校清潔方法」
〔8［を例 に とる と ， 教室や寄宿舎等 に おけ

る掃除や換気， B光照射な ど の衛生管理 に つ い て 細か な指示がな され ， 結核 の 予防の

た め に唾壺を設け るよ う定 めて い る 。 また体操 に も力が入れ られ て い っ だ 9｝
。 日清戦

争で の 勝利をき っ かけ に 軍国主義的な雰囲気が高まると
， 軍隊と一緒に 行軍 した りす

る学校 も現 れ るな ど ， 身体訓練 はさ らに 徹底され て い く （兵庫県立姫路西高等学校

1978，86頁）。

一
方 ， 女子の 場合は ， 批判 もまだ大 きか っ たが ， 漸 く本格的に体操に 力

が 入れ られ る よ うに な っ た 。 当時華族女学校校長で あ っ た細川潤次郎は ， 「女子體操に

ありて は，頗，異議あ る こ とを聞け り。

……女子 の 性質 に適せず 。

……
女子天然の 美

観を損せん こ とを恐 る……
。

これ，恐 らくは，皮相の 見 に して ，真正 に，美容體操の

趣味 を解せ ざる もの な らん」 と して 女子体操 へ の 批判を退 け る。 そ して 「日清の 事お

こ り， 陸海の 軍人は ， 粉骨砕身 して ， 以 て ， 国威を， 海外に 耀かせ り。

…… こ の 強敵

に対す る資本は ， 我々 の 身體な り。 體育は， つ ね に，必要 な る も，今 日以 後 は，閉鎖

した る時代 よ り， 更 に ， 必要な りとす 。

……
何 となれ ば ， 女子は ， 人類の 母 なれ ばな

り。 魁た る もの ，強健な らずば ， おほ く， 強健の 子を得 る こ と能 は ざ る べ けれ ばな り」

と述 べ
， 女子の 体操を積極的に 奨励 した （細川　1895a，9− 10頁）。 女子体操が奨励 さ

れ ， 健康 な身体づ くりが 目指され るよ うにな ると着流 しの ま まで は運動が 十分 に で き

な い と して ， 服装の 改良 に つ い て の 論議 が高ま っ て い っ たの で あ る。

　 こ の よ うな ，
い わば学校の 外側か らの 服装変化を促す動 きに加え ，女学校 自体 もこ

れ を促すよ うに な っ て い く。 女子 中等教育 の 拡大で あ る。 男子の 場合， 明治 19 （1886）

年に 「中学校令」が 出されて 以来急 ピ ッ チ で 整備が な さ れ ， 明治29 （1896）年 に は 121

校を数え た の に 対 し，女子中等学校は非常 に低調で あ り， 公立 の 高等女学校数 は明治

19年 に わずか 7 校， そ の 後増減があ っ た もの の 明治 29年 に至 っ て も19校 にす ぎなか っ

た （学校数は 『文部省年報』各年に よ る）。 とこ ろが ， 日清戦争を契機 と して 大 きな変

化が生 じた 。 前出の 細川 の 言を借 りれ ば， 「今度の 事件 （； 日清戦争一筆者注）に 付き，

稍，感ず る所あ りて ， 始 めて ， 廣 く， 海外諸國を通 覧す るに ， 其 の 國の 富強，十分な

らず t 若 くは ， 貧弱な る 國々 は ， 必 ， 女子教育の 振は ざ る國々 」（細川　 1895b
，

7 頁）

で あり ， 「女子 は ， 國人の
， 大概 ， 半数を 占む る もの なれ ば ， 女子教育の 盛な る國 に在

りて は ， 半数の 人員 ， 農業 ， 又 ， 商業に 関す る知識 を有す るを以 て ，男子の ，農工商

の 業を助 くる」 （13頁）の で あ るか ら 「女子教育の 已 に盛 な るを， 更に， 盛 な らしめ
，

以 て ， 我が 日本帝國を， 殷富強大な らしめん こ と
， 切望 に 堪へ ざ る な り」（14頁）とい

うよ うに，国家 の 富強 に は女子教育が 不可欠だ と考え られ る よ うに な っ た の で あ る 。
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新潟県 に お い て も同様 の 理 由で 高等女学校設立の 建議が な され た （国立教育研究所

1974，1096頁）。 また，埼玉県で は 「県下 に適当な女学校がな く，東京に遊学せ ざ るを

え ない 状況」（同上　1094頁）で あ るか ら女学校を開校 した とあるよ うに ， 女子の 申に

さ らな る教育へ の 熱望が徐々 に で はあ るが 高ま っ て い た の で あ る。

　 こ う した状況 の なか ， 明治 32年 に は 「中学校令」か ら独立 して 「高等女学校令」 が

制定 さ れ る に 至る 。 これ を受 けて 同年 5 月に開か れ た全国高等女学校長会議で は ， 今

後の 学校の あ り方に つ い て の 話 し合い が な され ， 服装は 大きな議題の ひ と っ で あ っ

た 。 健康な る身体づ く りの 推進が 国家的な緊急課題で あ り，
ベ ル ッ らも指摘 する よ う

に従来の 着物で は それが十分に な しえ な い こ と （Balz　 1899a），華族学校で すで に 袴
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しる し

が採用 され て い た こ と， ま た新たな る女子学校の 徴づ け とい うこ と もあ り，袴の 着用

は すん な りと受け入れ られ た （西村　1988）。 しか し， そ れは明治の 初 め に 女性が 穿 い

た股 の割れ た 袴で は な く，股割れ の ない 袴が 「女袴」 として 定め られ たの で あ り， 男

性の 袴との 差異 が強謌 され たの で ある 。 と もあれ 「高等女学校令」が定め る 1県 1校

以上の 設置期限で あ っ た 明治36 （1903）年に は 91校を数え る まで に な り， 「高等」と名

が っ くが そ の 実 「中等」 の 女子教育 の 場 は 女袴姿 と共 に 全国 に 広 ま っ て い くこ．と に

な っ た 。

（3） 女袴を めぐる言説

　 上の よ うに して 女袴姿の 女子生徒が誕生 したの で あ るが ， 女性の 服装 をめ ぐる議論

は，学校の 生徒 に 限 らず国を挙げて広 く行われ るよ うに な る 。
こ れ は女子服装に と っ

て の 大きな転換期で あ り，
そ こ で どの よ うな議論が な され たの かを辿 っ て み よ う。

　女性 の 日本着物の 欠点に つ い て は ，
ベ ル ツ が医師の 立場か ら講演 や雑誌な どで 何度

とな く述 べ
， 服装の 改良を進言 して い る。 す な わち ， 女性の 着物の 帯は幅が広 く，固

く， 胸を圧迫す る もの で あ り， 西洋の コ ル セ ッ トと同様に 「健康」面に 悪 い 影響を与

え る もの で あ っ て ， 特 に成長ざか りの 少女 た ちに は害が 多い の だ と （Balz　 l899a，　 b

な ど）。

　日本の 知識人の 間で も女性 の 服装をあ ぐっ て ， どの よ うな着物が望ま しい の か が さ

ま ざま に議論され た
。 『女鏡』 とい う保守的な雑誌の論説 に お い て ， 「世界婦人の三 大

弊害」と され る帯 の 幅の 広 い 着物か ら袴 に変 え る こ とは 「我國二 百年來の 弊風を正 し。

我風化を進歩せ しむ る の 一
端 と もな り。 大い に 國家を利す る こ と な れ ば

。 力め て 断行

せ ざ る べ か らず」 と説 い て い る （宮地　1895
，
16頁）。 警察医長の 山根正次は，婦人の

天職で ある子孫の 繁栄幸福 を図 る に は 「身體 の 運動を ， 活撥な ら しむ る」こ とで あ り ，

106

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

　　　　　　　　　　　　　　　　　　近代 日本に おける身体 の 「政治学」 の た め に

「身體の運動を充分 な ら しめん とす るに は ， 身體 に着用す る所の 衣服 を ， 最 も軽便に せ

ざ る べ か らず」（山根　1902
， 10頁）と して 衣服の 改良 を奨励 した 。 また，社会主義者

の 堺利彦に して も 「大振袖 は太平時代 の 御姫様 の風俗で ，婦人が男の玩弄品 と して 家

の 内 に据ゑ られて 居 た時の 事で ある ， 競争 の烈 しい 二 十世紀の 婦人が ， 男 と立並 ん で

働 か うと云ふ に は ， ど う して も凛々 しい 筒袖で な ければな らぬ 」（堺　1903，151− 2頁）

な ど と して 「袖を切っ て ， 帯 を廃 して ， 裾を縮めて 袴を はかせ 」（154頁） るこ とを提

案 し， 和服 の 改良論を支持 して い るの である 。 さ らに は，文部省学校衛生主事 と して

大 きな影響力 を もっ た三 島通 良 もまた強 く服装の 改良を訴え て い た 。 彼 は女 駐が 自転

車に乗 る こ とは 「一の 体操の や うな もの で 矢張 り体育の 効が あ」 る と して これ を推賞

した 。 そ の た めに は 「髪は束髪を堅 く結ぶ 位が宜 しい 。 袖 は長 い と危険で ある 。 帯 は

無論従来 の もの は宜 しくな い 。 下駄は 全 く駄目で ある。 そ こで 先ず普通 の 服 を着て も

袴を用ふ るこ とに な る ， 靴を穿 くこ とに な る， 即 ち服装が軽 く活発に な る か ら， 身體

の 足掻 くが よ くな る……
」 と述べ

， 健康の た め に は 厂従来の 弊風 たる華美
・不 衛生な

る服装を改め 」（三 島　1902，6 頁） よ うと説 い た の だ 。

　日清戦争後 の 時代状況の 中で ， 医学的， 経済的あるい は政治的など理 由は さ まざま

で あるが，思想の 右左 を問わず知識人たちの 女性の 身体， 服装に 対す る考え方はそ れ

まで とは大 きく変化 した 。 そ うして ， 帯を廃 し袴を女性一般に 積極的に取 り入れ て い

こ うとす る動 きが 生活改善運動な ど とな り広 ま っ て い っ たの で あ る。 しか しなが ら女

性の 袴着用に対す る抵抗は まだ まだ大 き く， 女性
一

般 に はなか な か広ま らな か っ た 。

そ う したなか，女袴 は女学校生徒の シ ン ボル とな り
t
，「女子生徒 ＝ 袴姿」とい うイ メ

ー

ジが全国的 に っ くりあ げられて い く こ とになるaew
。

（4） 女袴以降の 変化
一 改良服 ， 健母服， セ ー

ラ
ー服

　そ の 後 ， 全国各地に 次々 と高等女学校が設立 され ， 女子生徒の 数が 大幅に 膨 れて く

る と ， 学校に お ける服装の 意味合い も異 な っ て い く。 そ れ まで は生徒数 も少な く， 男

子の よ うに近代を担う もの と して の 期待 もかか らず ， い わ ゆ る特権階層の お嬢様 の た

めの 学校で あ っ た と きに は，服装の 規制 もあま り厳 しくなか っ た の で あるが ， 特権階

層に 限 らず多様な階層の 者が入 学 し， 国家の 期待が女性の 肩に もかか っ て くる と， 色

や 模様 な どが 指定 さ れ
， 服 装検査 な ど も厳 し く頻繁 に 行わ れ る よ うに な る。 服装 は

「制服」 とな っ て 統制機能が強 まり， 管理の 手段 へ と変化 して い っ たの で あ る。

　明治末頃の 防府高等女学校で は 「頭髪iは巻髪 ， リボ ン そ の他の 服飾 は禁止 ， 履物は

往復途中は下駄……
。 こ れ らの 完全 実施 の た めに 検閲規定を設 け ， 服装は毎 日朝会式
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の 初め に風紀係が検査をする こ とに な っ て い た。 また風紀係は ， 容儀の 整否 ， 携帯品，

整頓の 状況 も検閲 して 記録 し， 学級主任お よ び教務主任 を経て 学校長に 提出 して い

た。 学校長 も随時検閲をする な ど学校全体で こ れ に取 り組ん だ」（山口県立 防府高等学

校　 1979， 482−4 頁） の で あ る 。 大正期 に学校生活を送 っ た姫路高等女学校の 卒業生

は ， 「服装検査 ， 記名検査な どが あ りま して 鉛筆 も一本一本調 べ られ た し， 朝礼の 時に

爪が伸 びて い な いか， ハ ン カチ を持 っ て い るか，垢 じみ て ない か な ど とい っ た具合で

す。 着物は木綿の もの と決ま っ て い たん で すが，銘仙 の を着て い て 叱 られ た人 もあり

ま した」 （兵庫県立姫路東高等学校　1969
，
99頁）な ど と 当時を振 り返 っ て い る。

　また ， 日露戦争， 第 1次世界大戦 と戦争が続 くな かで ，国家主義的傾向は一層強ま

り， 国家 の 国民身体に対す る関心 ， 配慮 はます ます大き くな っ て ， 女性に も体操や ス

ポ ーツ が 取 り入れ られて い く。 そ うして ， よ り動きや すい 服装へ との 要望が強 まる と ，

袖は筒袖とな り， 袴の 裾を少 し割 っ て
， 膝の とこ ろで くくる 「くくり袴」が考案され

た 。

　さ らに， 大正期に 入 っ て 庭球 な どの ス ポ ーッ が さ らに盛ん に取 り入れ られ
｛11）

， こ れ

まで に な い 激 しい 運動を行 うよ うに な る と
， 日本着物の 改良 とい う こ とだ けで は機能

面 ・衛生面 など に お い て 限界が あ り， とて も対応で きな くな る。 織 りが厚 く重い 布地

は吸水性 が 悪 く， 頻繁 に 洗濯が で きな い し， な に よ り運動が しに くい ， ある い は前袷

で 紐で 留め るそ の ス タイ ル で は ど う して も身体を きつ く縛 らな ければ解 けやす い こ と

な ど， 日本着物 自体の もっ 欠点の 克服 は容易 で は なか っ た 。

　 その よ うな な か，欧米で 服装の 新 しい潮流 と して 現 れて ， 子 ども服 と して 爆発的に

流行 し， 大正期 の 日本に も取 り入れ られ て い た セ ー
ラ
ー

服に 注 目が集ま っ て い っ た。

吸水性が よ く洗濯 しやす い 布地 ， 動 きや す い ス タイ ル の セ ー
ラ
ー
服 が ， 「健母服」と呼

ば れた西洋 ス タイル の服装を一
時的に 経て ， 大正 期終 わ り頃か ら徐々 に女子学校 へ も

取 り入 れ られ る よ うに な る （蓮池　 1983， 西村 ・福 田　 1989）。 男子に遅 れ る こ と40余

年 に して ， 女子 に も動 きや す い 洋装の 制服が取 り入 れ られ たの で あ る（la
。

4． 女子服装変化の 考察

　以上 の 明治 ・大正期の 女子中等学校 に お ける服装の 変遷の 実際を ， 人々 の 言説，社

会状況 を も絡め な が ら辿 っ て きた わ けで あ る 。 女子生徒服装 の こ う した 激 しい 変化 は

彼女た ちが 自ら選 び取 っ た もの で は な く， 社会 の 変化 の 中で 彼女た ち に押 しっ けられ

た もの で あ っ た 。 で は ， 近代化とい う大 きな社会変動 の 中で 生 じ， 彼女 らに押 しっ け

られ た服装変化 に は どの よ うな力 が は た らい た の か ， 以下 に お い て 考察 して い きた
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近 代 日本に お け る身体の 「政治学」 の ため に

い
。

（1） 「個人 の身体」 か ら 「国家の 身体」へ 一 身体の 「政治学」

　近代化が進行す るなか ， 男子 の 場合，服装の 大 きな変化 の 契機は 明治 19年 ， 森有礼

に よ っ て 導入 され た兵式体操に よ っ て もた らされた が ， 女子 の 服装の 大きな転機は ，

明治後期の 日清戦争で あ っ た 。 で は ， なぜ 大 きな転換が生 じた の か 。 そ れ は男女で 時

期 こ そ異な るが ， 身体とい う もの に対す る為政者たちの認 識が変化 して い っ たか らで

あ る。

　明治後期はよ うや く整 っ た政治的な土台の 上 に
， 初 の 近代戦争に 勝利を得て 本格的

な資本主 義化が進み ， 経済発展が もた らされ ， 近代的軍備が整備され るな ど して 近代

国家づ くりが急速 に押 し進 あ られて い っ た時期で あ る 。 そ して 同時 に ， 日清戦争で 多

数の 病死者を出した こ と
， 国内で の 結核の 広 ま りな どに よ り国家の 屋台骨で あ る国民

身体の 健康 とそ の 維持 の ための 衛生に 関心が 向け られ始め た時期で もあ っ た 。 男子 の

み な らず国民総て に 健康な身体が求め られ，特に女性 には国家の 繁栄を支え る兵士 や

労働者を生む母胎 と して （山根　1902など）， あるい は家族の 健康を守 る生活改善者 と

して （岸田　1900な ど） の 期待が か け られ るよ うに な る 。

　そ う した認識の 転換 は 国家の 直接統制下に あ る学校 に は明確な か た ちで 現れた
。 そ

れが 体操の 奨励で あ り， さ らに は 「学校清潔方法」を初 め とす る衛生，身体 に 関す る

諸規則の 制定で あ っ た
。

こ れ に よ り， 女性を旧来の よ うに飾 り もの
， 置物と して 家の

中に閉 じ込 め ，消極的 ・非主体的な存在で よ い とい う儒教的女性観は変化を 余儀な く

され ， 反対に運動を行い
， 丈夫で 健康な女性が望 ま しい もの とされて きたの で あ る 。

　さ らに ， 日露戦争 ， 第 1次世界大戦を経て ， 欧米列強国の 帝国主義が頂点に 近づ く

と ， 国際戦争や産業の 国際競争 は近代国家の 総力戦で あ ると認識され始 め，そ の な か

で 女子の 役割の 重要性 も十分 に認識 され る よ うに な っ て い っ た凡 そ うする と ます ま

す身体へ の 関心 は高ま り， 女子 に もス ポ
ー

ッ が盛ん に取 り入れ られ るよ うに な る。
こ

う した身体 に対する認識の 変化と と もに女子の 服装は筒袖， くくり袴， さ らに はセ ー

ラ
ー
服 へ と変 え られ て い き ， 人々 の 身体はか つ て め よ うに男性の 身体 ， 女性の 身体，

農民の 身体 ， 職人の 身体な ど個々 人 の 身体で あ る よ りも ， まず国家に 帰属 し ， 国家 に

貢献す べ き 「国家の 身体」 と して 捉え られ ，管理 され る対象 とな っ て い っ た の で あ る
。

（2） 家父長制 に よ る規定一 一
性の 「政治学」

　男女の 服装変化 は，基本的に 近代化の 中で 「国家の身体」 と して 捉え られ，国家 に
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自ら貢献す る健康で 従順な身体づ くりが 目指 され る こ とに よ っ て 生 じた とい え る だ ろ

う。 しか し， 男女の 性別 に よ る大 きな差異が そ こ に は存在 した 。 明治 の 初 め，文官服

制に よ りい ち早 く男性官吏に洋装が導入 され，中等学校 の 男子生徒に も兵式体操の 導

入を き っ か けと して 洋装 の 制服 とな りこ れ が定着 したの に比 べ
， 女子生徒 の 服装 は 明

治初 めか ら激 しく変化 して なか なか定着せ ず ， 洋装の 制服とな る に は大正期末まで 待

たね ばな らな か っ た の で あ る か ら。

　服装が そ の 社会に お け る地位 や位置づ けを反映す る もの で あ る こ とを考え る と ， 女

子の こ う した服装の 不安定 さは ， 明治 ・大正期と い う近代化途上の 日本社会に お ける

女子の 位置づ けの 不安定さを物語る もの だ とい え よ う。 何が女子生徒の 服装 を こ れ ほ

どまで に変化 させ ， その社会的位置づ けを不安定 に したの か 。

　そ こ に は家父長制が 大 き く関与 して い る 。 政治 ・経済体制は大き く転換 して も， 男

性 は外 へ 出て 「公 」
C14の 場で 仕事を して 「私」の 領域で あ る 「家」に 帰 り， 女性は 「私」

の 領域で あ る 「家」 に いて 「公」 を背負 っ た 男性 を支え る ， と い う家父長制度に 支え

られ た男女 の 関係 の あ り方はそ う簡単に 変わ る もの で は なか っ た 。 ただ 明治維新 にお

い て 大 きく変化 したの は ， 男性の 「公」に お け る仕事内容が 旧体制の 中の 仕事か ら，

近代化とい う新た な佳事 内容へ 切り換え られ た点で あ り，「私」領域で ある 「家」を守

る と い う1日来か らの女性 の伝統的役割に 変化 は なか っ た 。
っ ま り， 伝統の 中で 培われ

て きた家父長制が 「近代」 との 不可避的な大 きなぶ っ か り合い に よ っ て 新た な対応を

迫 られ た とき， そ れ は 「私」領域 に お ける男女の 関係性 は保 ち つ つ
， 男性の 「公 」の

仕事内容だ けを変え る こ とで 対応 したの で あ る。 その 結果，「公」の場 を独占す る男た

ちは，至上命題で あ る近代化 ・西洋化 の 象徴 と して の 洋装を 独占的に着用 し， 逆 に

「私」領域 に い て 旧来の 伝統を守 る べ きだ と され た 女性が
， 男領域に 属す る袴を穿い た

り，近代化 ・西洋化の 象徴で あ る洋服を着 る こ と に 対 して ，男た ち は 自分の 領域 を侵

害 され た よ うな強い違和感 抵抗感を もち ， 反対す る こ とに な る。

　 しか し， 日清戦争以降の さ らな る近代化の 浸透 とと もに女性を旧来の 女性像に押 し

止め て お くこ とはで きな くな り，近代国家の 国民 と して の 期待が女性 に もか け られ る

よ うに な っ て い く。 っ ま り，新た な国民身体づ くりを 目指す勢力と伝統 的な女性身体

を重視 す る勢力 との 攻め ぎ合 い の 中で新 た な服装が模索され 始め た の だ 。 そ の 結果と

して 帯は狭 くな り，動 きや すい 袴 の 着用 とな るの だが ， それ は股 の 割れ た袴で はな く

股 の 割 れ な い 「女袴」 で な けれ ば な らず ， 男女 の 伝統的な関係性は厳 し く保た れた の

で あ る。

　大正期 に な っ て よ うや く取 り入 れ られた セ ー
ラ

ー服 と い う洋服 に して も，男女の 関
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係性を変え る もの で はなか っ た。 例え ば ， そ れは子 ど も服の 範疇に あ っ た もの が女子

に 取 り入れ られ たの で あ り， 男子生徒にそ う した こ とが行われ る とは考えが た い
。 ま

た ，
セ ー

ラ
ー

服に 付随 した ス カ ー ト は女性に特有の 衣服 とな っ て 新た な セ ク シ ュ ア リ

テ ィ を もた らしたの で あ り， 男女の 関係性は保たれ ， 棲み分 け は厳然 と行われて い た。

　以上 の よ うに ， 資本主義の 発展 ， 教育の 広が り， 衛生
・
健康の 強調な ど近 代化の さ

まざまな メ ル ク マ
ール が進行 し， 諸価値， 諸関係が変わ っ て い くなかで ， 変わ らな い

もの
，

そ れが家父長制に基づ く男女の 関係性で あ っ た
。 女性は近代化に よ る諸価値の

変化 と家父長制の 間で その 社会的な位置づ けが翻弄され続 けたの で あ り， そ の 表れ が

服装の 激 しい 変遷 だ っ た とい え よ う。 上野 （1990）が指摘す る よ うに ， 家父長制は洋

の 東西を問わず ， 近代化と妥協 しつ っ 生 き残 っ たの で あ る。 日本の 場合， 西洋の 思想

を もうま く取 り込み なが ら， 時代 に あ うよ うに その 姿を変え て い っ たの で あ り， そ う

した 結果 が 「良 妻賢 母主義」 と い う新 しい 装 い な の で あ っ た （深 谷　 1966， 小 山

1991）。

（3） 肉体の拘束か ら視線に よる拘束へ 一 視線 の 「政治学」

　服装自体に注目し， 女子服装変遷 の 流れ を追 っ て い くと ， あ る方向性を も っ て 変化

して い っ た こ とが読み とれ る 。 ひ とっ は身体へ の 肉体的拘束が緩 ま っ て い っ た こ とで

ある 。 明治前期 に おい て は ， 「婦人を活動 させ まい と考 へ て ， 拵 へ た衣服で あ らう」（ベ

ル ッ　 1902a， 13頁）とい われた着流 しの 幅広 い帯 に して も，
バ

ッ ス ル の コ ル セ ッ トに

して も，女性 の 身体 を強 く拘束す る こ とで そ の 動 きを制限 し， 女性 に お とな しく従順

で あ るこ とを強 い て い た の だ が，明治後期以降に おい て は逆に 女袴，そ の 改良服， さ

らに は健母服 ，
セ ー

ラ
ー
服 とい うよ うに

一貫 して 身体へ の 拘束を解い て い く方向に む

か っ た 。

　 も うひ とっ の 方向性 は ， 衣服に よ る肉体へ の 拘束が緩ま るの に反比例 して ，視線に

よ る 身体の 監視 ， 管理 が強ま っ て い っ た こ とで あ る。 明治前期の女子中等教育に お い

て は ， 身体 の 拘束 は強い もの の 個 々 の 生徒の 着こ な し， 着物の 模様 ， 色 な どに っ い て

は規制はあ っ て も比較的自由で あ り， 視線に よ る服装の 管理 はさ ほ ど厳 しくは なか っ

た の が ， 明治後期以 降に おい て は監視の視線 は強 くな っ て い く
一

方 で あ っ た 。 先 にみ

た 防府高等女学校の よ うに袴 の 色 ， 柄 ， 布地な どが細 か に決め られ ， 学校や 寮で は風

紀委員や教員の 監視 の 視線 が衣服 の 上 に注が れ る。 それだ けで な く， 日常生活 の さま

ざまな点 に っ い て も厳 しい 決 ま りが定 め られ ， あ らゆ る場所に 監視 の 視 線 は張 り巡 ら

され て い っ た。 さらに セ ー
ラ

ー服とな っ て 色や型 が統一 された 完全 な制服の 着用 しか
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認 め られ な くな る と ， そ の 視線の 拘束 は さ らに強 ま っ て い く。 衣服 はその 日常性故 ，

また他者 に晒 され る もの で あ る故 に，絶えず視線が そ こ に は注がれ，監視 の対象 とな

る の で あ り，監視者が望 む規範を植え つ けよ うとす る と き， 衣服 は 恰好の 対象 とな る 。

　で は ， 肉体的拘束 の緩和 と視線 に よ る監視の 強 まりとい う 2 っ の方 向性 は
一

体何 を

意味する の か
。

そ れ は単に女子の 健康増進が求め られ る とい うこ とだ けで は な い
。 国

家の 必 要とす る考え方， その 価値観を内面化 し，そ れ に 自ら従い 主体的 に 行動で きる

「従順な身体」，
っ ま りは 「望 ま しい 近代国家の 臣民」を創 っ て い くこ とを意味す るの

で あ り， フ
ー コ ー

も述 べ て い るよ うに 視線 こ そが近代の 微細な る権力を侵入 させ る最

も有効 な手段な の で ある （Foucault訳書　1977， 175− 181頁）。

　実際こ の こ とを日本の 監視者 は十分 に認識 して い た よ うだ 。 陸軍 は 「軍隊教練 ニ ッ

キ監軍訓令」（明治22年）の 中で 「服装ハ 兵卒 二 軍紀 ヲ慣習セ シ ム ル 方法中ノ最良手段

ニ シ テ ， 他二 服装ノ 如ク絶ヘ ズ兵卒ヲ監視ス ル モ ノ ア ラ ザ ル ナ シ
。

……身体上 二 監視

ノ絶 ヘ ザ ル 如 ク ナ シ テ ， 慣習久 シ キ ニ 至 レ バ ……第ニ ノ 天性 ト為ル ニ 至 ル ベ シ 」（加藤

1989， 270−−271頁）と述 べ
， 監視 の 視線 の 効用 をみ ごとに見抜い て い る。 女学校 に お い

て も， 「服装 の心性に 及 ぼ す影響 は今更喋々 を要せ ず」 （兵庫県立第
一

神戸高等女学校

1932， 184頁）な ど とい う言説を聞 くこ とがで きる 。

5． お わ りに

　明治期以降 ， 日本が近代国家へ と変貌 して い くなか で ， 女性に は どの よ うな変化が

生 じ，ど の よ うな力が は た らい た の か とい うこ とを ， こ こで は女子中等学校の 服装 の

変化に着目 して 検討 して きた 。 そ の結果 ， 前節で 考察 した よ うに そ こ に は複数 の力が

は た ら い て い お り，
そ れ らの 力 は バ ラ バ ラ に存在する の で は な く， 近代化 の過程で 複

雑に絡 ま りあい なが ら， そ れ まで に な い新 た な身体， っ まり 厂従順な身体」の 形成 へ

と導い て い っ た の で あ る。 しか し，
こ の 「従順な身体」 に して も男性 とは決 して 同じ

もの で は な く， 女性は銃後を支え る 「二 級国民」 と して の 「従順な身体」 な の で あ っ

た 。 家父長制が男女 の 身体の あ り方を大 き く規定 したの で あ る。

　最後 に 今後の 課題 と して 2点 ほど挙 げて お きた い
。

こ こ で は近 代化 とい う大 きな流

れ の 中で い かな る権力作用が は た らい て い るか ， そ の 概要を つ か もうとす る意図に よ

り明治か ら大正 とい う比 較的長い 期間をそ の 対象と して きた 。 そ の た め，個々 の 言説 ，

事例 に っ い て 深 く掘 り下げ ， 詳細な検討を行 っ て い る と は い え な い
。 そ こ で 次に は

個々 の 事例や言説に 着目して そ れ を掘 り下 げて い くこ と で ， こ こ で 指摘 した複数の 力

の 複雑な 絡ま り合 い ，関係性 を明 らか に して い け る と考え る 。 こ れ を第 1 の 課題 と し
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た い 。 また ，身体に は た らく権力作用 は決 して 服装を介 して だ けで は な い
。 体育や 衛

生管理 ，学校行事，そ の他 の 日常生活な ど に も及ぶ もの で あ るas）
。 今後 は さ らに範囲を

広げて ， 望 ま しい 身体が形成されて い っ た過程 を明 らか に する こ と ， これ が第 2 の課

題で ある。

〈注 〉

（1） 本稿で 「政治学」とい うの は ， 例 え ば 「視線 の政治学 」（多木　1992）， 『博覧会の

　政治学』（吉見　1992）な ど と して 主に 社会学の 領域で ，
い わ ゆ るポ ス トモ ダ ン 的な

　意味で 使用 されて い る 「政治学」な の で あ り， 伝統的な政治学を意味す る もの で は

　 な い
。

こ れ まで 主 に 目に 見え る権力を扱 っ て きた伝統 的政治学が無視 して い た 目に

　見え な い 「微細な る権力」を対象 と して扱 うとい う意味で の 「政治学」な の で ある 。

（2） 女子中等学校の 服装が い つ
， どの よ うに 変化 して い っ たの か に つ い て は優れ た 先

　行研究 （佐藤　 1976， 1996， 蓮池　 1978−87， 西村 ・福 田　 1989な ど）が歴史学にお

　い て な されて お り， 歴史的事実 に っ い て はか な り解明が な されて い る。 しか しなが

　 ら， なぜ女子の 洋装化が遅 れ ， 目まぐる しい服装の 変化が な され たの か とい う点 に

　関 して は まだ十分な社会学 的な考察が な されて い な い
。

（3） 例 え ば， 明治 19年にお い て ， 公立の 尋常中学校 （男子）が 48校で あ っ た の に対 し，

　高等女学校は 7 校にす ぎなか っ た （『文部省年報』明治 19年）。

（4〕 「女生徒習風 二 付通牒」（明治 16年 ， 山口 県文書館蔵） の 内容 は次の 通 り。

　　「習風 ノ奇異浮華 二 走ル コ ト ヲ戒 ム ル ハ 教育上忽 ニ ス ヘ カ ラ サ ル 儀 二 候處地方 二

　依 リテ ハ 女教員及女生徒ノ 中ニ ハ 袴ヲ 着ケ靴 ヲ 穿チ 其他異様 ノ 装 ヲ ナ ス モ ノ 往々 有

　之様見受候凡服飾等 ハ 務 メ テ 習慣 二 従 ヒ質素 ヲ 旨 ト シ奄異浮華 二 流 レ サ ル 様御取計

　相成度……」

（5〕 た だ し，女子華族学校で は皇后 の 前に 出る と き礼を欠 くと して ， 下田歌子の 考案

　に よ り後 に い うと こ ろの 「女袴」 が つ く られ たの で あ る （女子学習院 　1935， 222

　頁）。

（6） 服装の 洋装化 ， 体育の 奨励な どは文部大臣森有礼の 影響が大きい 。 欧米 を怜悧 な

　眼 で 視察 し， 近代国家を急い で っ くる必要を実感 した彼 は，女子の 教育を重視 して

　い た し，身体訓 練の 重要性，そ の ため に の 洋装化 の 必 要性 も指摘 し て い る （大久保

　 1972）。 しか し女子体操 の 振興を図 ろ うと して も，欧米に もま だ範とな る服装が 用意

　 さ れ て い なか っ た 。

（7） 例 え ば ， 帝国大学総長の 加藤弘之 は 女子の 高等教育無用論 を唱え ， 新聞は 高等女
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　学校 の 醜 聞 を っ く りあ げ る な ど して 女子 の 高等 教育 を執 拗 に 攻 撃 した （村上

　 1970
，
193− 209頁）。

（8） 「学校清潔方法」（明治 30年 ， 文部省訓令第
一

號）の 内容 は以下の よ うな もの で あ る。

　「一．教室 及寄宿舎ハ 毎 日人 ナキ 時 二 於 テ 先 ッ 窓戸 ヲ開キ如露 ヲ以 テ少 シ ク牀板及

　　階段 ヲ 潤 ホ シ 掃出シ タル 後湿布 ヲ以 テ建具校具等 ヲ拭フ ヘ シ ……

　二 ．教室及寄宿舎 ニ ハ 其人員 二 應 シ紙屑籠 卜少量 ノ 水 ヲ盛 レ ル 唾壺 トヲ備 へ 紙片其

　　他棄却物 ハ 必 ス 紙屑籠 二 投入 シ 痰唾 ハ 必 ス 唾壼 二 於テ シ決 シ テ室内廊下等 二 放下

　　 セ シ ム ヘ カ ラ ス 紙屑籠及唾壺 ハ 毎 日之 ヲ掃除 ス ヘ シ ……
」

〔9） 明治31年の 帝国議会貴族院 に お い て ， 「國家富強の 本源は國民 の 壮健な るに在 り

　國民を して 壮健な ら しむ るは身體の 運動を盛 な らしむる よ り先 な る は な し」 と して

　「體育奨励の 建議」が提出され ， 可決された （安部磯雄　1933， 331−45頁）。

  　女袴 とい え ど も女性 の 袴姿は諸手を挙げて 受け入れ られ た の で は なか っ た 。 そ の

　 よ うな 姿は女性の あ るべ き規範か らの 逸脱で あ り，女性を伝統 に押 し止 め よ うとす

　 る意識が根強 くあ る
一

方 ， 大 きな髷 を解い た軽やか で 華やか な その 肢体に憧れ ， ま

　ぶ し く思 う意識 も同時に あ っ た 。 こ の よ うな屈折 した男性の 意識が小説に 表れ た と

　 き ， 女子生徒らは 「性的奔放」とい うイ メ
ー ジに は め込 まれて 登場 したの で あ る （本

　 田　 1990）。

  　ス ポ ー
ッ が 盛ん に な っ た様子 は次の よ うな校友会誌 の 記述 か らも見て とれ る 。

　「運動盛 に行 はれ， 体育部は其後益々 発展い た し候　庭球最 も盛に ， 日毎 コ ー ト の あ

　 き居るひ まな くおの が順番を待ち わび て コ
ー

ト外の 練習者幾組 もい つ る次第に候」

　 （山口高等女学校か な め会　1915， 139頁）。

鬮 　それ まで に 欧米 に運動の しやすい 服装を求め て もそ こ に 手本とな る ような服装は

　 まだ なか っ た 。 欧米の 女性が コ ル セ ッ トの 締 め つ けか ら逃れ るの は第 1 次大戦後で

　 あ り （Perrot訳書　1985）， 女性解放の シ ン ボ ル と して現れ た ブル マ
ー

に して もま

　 だ市民権 を も っ て い な い
。 欧米で も女性身体の 伝統か らの 解放 は大 きく遅れて い た

　 の で あ る。

｛13） 日露戦争中 ， 『防長女子教育』 に 掲載 された 「実科女学校設立の 要 旨」 （1905）に

　 は 「女子を して 不生産人 た らしむ る と生産人た らしむ るは國家の 経済上損益を生ず

　 る こ と莫大な り」（60頁）との 考え方が 示 され，さ らに 女子 は 「
一

家の 為の み な らず

　 社会の 為國家の 為将た世の 為」（61頁）と い うこ とを 自覚 して 奮起せ ね ばな らな い と

　 説 い て い る。

〔1の　「家」 概念 ， 「公私」概念に つ い て は伊藤 （1982）を 参照の こ と。
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鬮 　例えば 吉見 （1994）の 研究は ， これ に 位置づ け る こ とがで きよ う。
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