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近代 日本 にお ける下層家族 の 教育戦略
一 〈近代家族〉大衆化の構造的基盤一

鈴木智道 （東京大学大学院〉

1．は じめに

　近年 の 家族史研究の 展開は，日本の 戦 前家族を従来

型 の見方か ら解放 し， それ をく 近代 家族 〉 とい う視 点

か ら新た に位置づけ直す試みを続けて きたが，
一
方で

，

その特徴を最 も端的に表現 し て い る特定の家族 ＝ 新 中

間層家 族 に 分析 の 照準を絞 り，それ を安易 に 現代家族

の く起 源 〉 と して 措定 して きた きらい が あ っ た 。 そ の

結果，こ れまで の 研究で はそ の く大衆化 〉の 問題が等

閑に付 され る と同時 に ，それ を解 く重要 な鍵 と な る で

あろ う新中間層 と同時期 に 生 きた労働者 や 下 層 の 家族

の 問題 が す っ ぽ りと抜 け落 ちて きた の で あ る 。

　そ こ で ，本報告 で は，新中 間層以外 の 階層 と して ，

とりわ け下 層家族に注目し，同時に適宜 ，労働者家族

をも参照 しなが ら，それ ぞれ の家族の置か れ た社会的

文脈や そ の変動過程 の な か で
，

そ れ らが全体と して い

かなる布置構造 を形成 して い たの か を検 討 し，そ の 生

活構造
・意識 ・文化 と い っ た諸問題を 「近代家族 の 大

衆化j とい う視点の なか に 位置づ けて み た い
。

　と こ ろ で ，〈 近代家族 〉 の 最も端的な実態的側面 と

して の 「性別 役割分業」 に 関して は ，す で に 戦前 の 家

計調査を利用 した 分析の なか で，労働者家族が 大正期

以降に 「専業主婦化」 して い く過程が論 じられ て い る

（千本　1990＞。 こ れ は
，

〈近代家族〉 の 階層 を越 え

た広が りの
一

端を明らか に し たとい う意味で注 目に 値

しよう。 本報 告は，こ うした分析をふ まえつ つ ，さら

に そ の 知見 を 深 め て い く意図 を もつ もの だ が
，

こ こ で

は，〈 近代家 族 〉 が女性の 位置づ け を 「家庭」の 内に

閉 じ込 め る装 置 で あ っ た と 同時 に，それが子 ど もの 位

置 づ け に 重大 な変化を加 え る もの で もあ っ た こ とに 注

目した い
。 す なわ ち， 労働者 ・

下層家族が 「教育」 を

家 族戦略 の ひ と つ と して 位置 づ けて い く過程 を 検討 し

て い くなか で ，そ れ をく 近代家族〉大衆化の重要な メ

ル クマ
ー

ル と して 把握 して い こうと い うわ けで ある 。

「教育」が家族に と っ て 戦略 として位置 づ け ら れ る と

き，あ る い は 経済的 ・文化的な家族資源 を増大化させ

るために 「教育」に重要な位置づ けが与えられ る とき，

子 ど も は 必然 的 に 〈 近代 家族 〉 の 要 諦 と して の 意味合

い を帯び る に 違 い ない からで あ る 。

2．分析デ
ー

タと分析時期

　本報告で は，以上 の問題を主 として東京市を中心 に

して分 析 して い くが ， と は い え， 労働者や下層 家族の

教育に関 して 戦前期を通 して 具体的に イ メ 〒 ジ で きる

よ うな通時的で整理され たデ
ー

タが存在す る わ け で は

ない 。したが っ て ，こ こ で は 断片的な既存の統計デ ー

タ を利 用 しつ なぎあわ せ る こ とで，以上 の課題 を部分

的 ・仮説的に答え て い くこ とにする 。 本報告は内務省

や東京市社会局が 行 っ た調査 に 基づ くこ と で
， 労働者 ・

下 層家族の 教育 に関する実相を見て い くこ とに な る。

　と こ ろ で ，中川 （1985）は 戦前 日本 の 下層社 会の 全

体像を分析する なかで ， その 展開 に即 して 次 の よ うな

時期区分 を設定して い る 。   明治中後期，  日露戦争

後，  第 1次大戦後，  関東大震災後，  昭和恐慌期 。

本報告で は
， 利用デ

ー
タ の中川 の そ れ との重な りか ら

か ん が み，あ る程度，こ の 時期区分に忠実に従 うが ，

と りわ け 1920年代前後の 状況を分析 の 中心点と しな が

ら，そ の 前 （明治中後期）と後ろ （1930年代〉を適 宜

分析 に 加えて い くこ とに する。また，分析に際 して ，

「労働者」や 「下 層社会」を
一
枚岩的な もの と して は

捉え な い こ とが肝要で ある 。 本報告の分折の 焦点は ，

こ うした視点か ら導かれ る そ れ ぞれ の階層内に おける

「断層」の 存在へ と移行する こ とに なろ う。

3．戦前期下層社会の展開

　明治中後期 ， 都市下層 社会 は 「貧 民窟」に 集住す る

形で展開し，主 と して 世帯主 は 「屑拾」や 人力車夫 な

どに 従事す る
一

方 で，妻 ・子 ど ももそ の 多くが何 らか

の 職業か ら収入を得て い た 。 とは い え，彼らの 生活水

準は，他の 「労働者」に とっ て も同様で ，　「下層社会j
は労働者の 多 くをも包摂す る もの で あ っ た 。

　 「労働者」が下層社会から分離 ・上昇する形で 成立

する の は，第 1次大戦後，1920年前後の実質賃金上 昇

期であ っ た 。 同時 に下層社会 も家族 をそれな りに形 成

しつ つ
， それ に見 合 っ た 生活 を開始 ししつ つ あ っ た 。

また，すで に明治40年代に は，上層の 工場労働者の 婪

は就業形態を工場労働か ら内職へ と変え て い た が，大

正期に は専業主婦化が 下層社会の一部を含め て広範に
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広が る よ うに な り ， 子 ど もの．有業率 も漸次減少傾向に

あ っ た 。

　1920年 をは さむ前後 の 時期は ，日本の 社会構造＝階

層構造 の形成過程 上，最 も重要な画期を形成 した時期

で もあ っ た 。

4 ，教育程度

　横山源之助 は 「日本 の 下層社会亅の なか で ，下層 家

族の 教育につ い て ，次の ように述べ て い る 。　「父母 よ

り得た る 自然 の ま まの
， しか も汚濁 な る 空気 ・食物 ，

発達の 不完全な る 体力を用 い て力役 に従事 して 辛うじ

て一生 を送る の み 。 そ の 間何 ら教育を加 え ら る る こ と

な く思 想を養 うこ とな きな り」。 た しか に 明治中後期

に お け る 下 層社会 に は読み書 きは お ろ か姓名を書 く こ

とすら覚束な い 人 々 が 数多 く見出され ， ゆえに 人 々 は

低位レベ ルで 同質的な教育状 況に置か れて い た 。

　とこ ろ が，明治 末期に な る と，世帯主 （男）お よ び

有業家族 （男）の教育程度は 「読み得」が81．5％ を数 え

（女 ＝ 43．5％ ，45．6％ ） ， その 傾向 は 男女とも年齢が 若

くなる に つ れ て顕著に な っ た 。 すで に こ の 時期82．6％ と

高 い 就 学率を記録 して い た の で ある 。 も っ と も
，

こ の

数字は 他の デ ータ よ り少 々 高め だ し，ま た それ が卒業

率を意味す る わ け で は な い こ とは言 うまで もな い 。 だ

が，無学者 ・非就 学者が漸次減少傾向に あ っ た こ と は

疑 わ れ ない し
， そ れ は労働者 と比 して も，決して ひ け

を取る もの で はなか っ た。

　
一
方 で ，こ こ で 重要な こ と は

， 調査主 体が と りわ け

関心を集中さ せ た ような，　「に もか か わ らず教育が 低

い こ と，教育 機会 に恵まれ ない こ と」とい う点に あ る

の で は ない 。 注意 した い の は，1920年以降 の 諸 調査で

見 ら れ る，世帯主 の 不就学／尋常小卒，ある い は尋常

小卒／高等小卒の 断層の 存在，また 青少年層 に お け る

尋常小 ・高等小 の 中途退 学／卒業の 断層 の方で ある 。

前者 の 場合，世帯主の 年齢効果が影響 して い る の か も

しれな い が，そ の
一

方 で 世帯主の教育程度は子 の 教 育

程度に 少なか らず影響 を及ぼ して もい る 。 後者 の 場合

は，明 らか にそ の 世帯経済構造に起因する問題で あ っ

た 。
い ず れ に して も

，
下 層社会 の 人 々 に とっ て 「教育」

をどの段階 まで 受け る かとい う問題は ， その 生活にとっ

て 重要 な選択 肢 と して 機 能 しだ して い た とともに，そ

の選択は家族 の 所有する構造的な資源状 況 に規 定され

て もい たわ けで ある。

5 ，収入
一支出構造

そう した家族 の 所有す る 構造的な資源状況 は
， 収 入

階級別 の 支出搆造 の差異に端的に示 され る。 収 入階級

の 上昇 に よ る支出項目の変動の なかで，　「育児教育費」

関連の支出費は当然上昇 して い くこ とに な る の で あ る。

と は い え，比率的 に は大 きな変動が見 られるわ けで は

ない の だが。
い ず れに して も ， 収入 の 上 昇が妻の有業

率の 低下 をもた ら したよ うに ，それは子 どもの 小学校

卒業率お よ び進学機会をわず か なが らで も開 くもの で

あっ たわけだ。

6 ．下層家族の教育戦略一
まとめ に か えて

　一
般 的に，産業化の過程に おい て子 ど もは

， 労働 に

よ る世帯の稼得構造へ の 貢献者か ら教育投資の 対象へ

と変化す る と言 わ れ る 。 それ は 同時に家 族 の く 近代家

族〉化の
一

側面 を言 い 当 てて い る と も言 え よ う。 もっ

と も， 子 ど も をで きる だ け長 い 間学校 に 置 い て お く傾

向が，年代 を下る ご とに増加 したとして も， 下層家族

に とっ て 子 ど もを中等学校に や る こ とは夢の また夢 で

あ っ た 。 また 子どもを労働で はな く，教育へ と振 り向

けた もの が
，

たとえば，子 ど もを愛情の 対象と して 見

た り，あるい は階層上昇 の手段として見る とい っ た よ

うな意識 の 存在に起因するも の だ とは，ここで は断定

で きな い 。 とはい え，た しか に 生活水準や家族 の 置 か

れ た社 会的文脈 は 階層 に よ っ て 大きな隔た りが 存在 し

た もの の ，こ うした 実態 の 多様性 を 越え て
， 同

一の く

規範〉が よ り下層へ 向けて浸透 しつ つ あ っ た ことは確

かであ ろう。
い ずれ それ は社会全体を包 み込 む こ と に

なる で あろ うが，戦前期では ， 下層社会内の ある部分

で の 断層 を 確認す る こ と で
，

そ の浸透度合 の 最底辺 を

見出す こ とが で きるの で ある （図参照）。 そ して おそ

ら く，階層間 の 断層 ， 階層内 の 断層 とともに，家族 内

の 地位 に よ る断層 とい っ た具合に ，
い くつ か の 断層 が

重層的 に 交 わ りなが ら形 成さ れ る こ とで ，労働者 ・下

層家族は そ の生活に見合 っ た形で社会変動 にした た か

に対応＝適応 して い っ た と考えられ る 。

　　　 図．下 層社会の展開 ・概念図

　発表当日は
， 紙幅の都合で 割愛した出生率 ・乳幼児

・

死 亡率の 状況な ど も含 め て 報告す る つ もりで あ る 。
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