
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Eduoational 　Sooiology

戦前の 百貨店 に お ける女子 店員 の 職務 と技能
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は じ め に

　本 研 究 で は 戦前 期 の 百 貨店 を取 り上 げ て 、

女子店員 の 技能 の 習熟過 程に つ い て 検討する

こ とと した い
。 女 子店員 は、百貨店 で 用 い ら

れ るよ うにな っ て か ら しばら くは、周 辺 的な

職 場 に 配置 され て い た
。 そ の 後 、女子 店員が

増 え る よ うに なっ て 、ど の 売場 に も女 子店員

が配置 され る よ うに な っ た。 こ の よ うな職務

の 拡大 に と もな っ て 変容 し た 、店員 の 技能形

成 に つ い て 検討する。

　 百貨店 の 女子店員を扱 っ た先駆的な研 究と

し て 吉 見 俊 哉 の 研 究 が あ る。吉 見 は 、女子 店

員 が男 子店員を し の ぐほ ど増え る よ うに な っ

た もの の 、難 しい 知識 の 必要 な売場や 仕入 れ

な ど、百貨店 の 中枢 を担 う職務に ま で は 用 い

られて い なか っ た こ とを指摘 した 。

　 こ の よ うな指摘 は、店員 の 技 能形成 を検討

す る に あた っ て 、職務 と技能 との 関係 を取 り

上 げる 必 要があ る こ とを示 し て い る、百 貨店

化がすすむ 中で 、女子店員の 長所 と して 効率

の みに とらわれ な い 関 わ り方 が評価 され た こ

と もあ っ て 、徐 々 に女子店 員 の 職務が拡大す

る こ と とな っ た。そ の
一

方 で 、百貨店 で は、

組織の 専門分化 に応 じ た効率的な店員訓 練を

す す め て い た。女子 店員が 販売 員 と し て 活躍

す るよ うにな っ た こ とを受けて 、商品 に 関す

る知識や 、売場で の 標準的な振る舞い な どが、

店 内の 講 習を通 し て 積極 的 に伝 え られ た の で

ある 。

　 こ の よ うな女子 店員 の 職務 の 拡 大 と技 能形

成 の 関係 を検討す る に あた っ て 、 こ こ で は 三

越 の 女 子 店員 を中心 に 取 り上 げる。そ れ と い

うの も、三越 は女 子店員の 採 用 に お い て 先駆

的な役割 を果 た して い た こ ともあ っ て 、百貨

店化 に ともな う、女子 店員 の 技能形 成 に っ い

て 見 て い く こ とが で きるか らで あ る 。

1 ．女子 店員 の 出 自

女子店員 が 、百貨店 に採用 され た 当初は 、

既婚者 も用い られて い た もの の 、次第に未婚

の 女子 が 大 半を 占め る よ うに な る。結婚 して

仕事をや め る とい う百 貨店 の 女子店員 の 働 き

方 は、こ の 時期 に顕 著 とな っ た都市 部 の 新 中

間層家庭 の 志向 と合致 した もの で あ っ た。

　彼女た ち の 出身階層 を反 映 して 、1930 年 代

に入 る頃には 、女子店 員 に も中等教育を受 け

た も の が多 くな っ て い た。 し か しなが ら、す

で に 百貨店で は 専門学校卒以 上 の もの が 、主

要 な役 職に つ く こ とが 多くなっ て お り、中等

教育卒が増え た こ とが 、職場 の 地位 の 向上 に

結び つ い た わ け で は な か っ た 。

　女子店員は 、組織 を統制 し た り、経営の方

向性 を決 定す る よ うなポ ス トか らは 外れ て い

た 。 彼 女 ら は 、職場 の 地位 の 向上 を仕事上 の

目的 とす る の で はな く、
一

般的 な常識や 気 の

利 い た振 る舞 い を身 に つ ける こ とを店 員生 活

の 主要 な 目的 と し て い た。こ の よ うな性 向 が 、

良くも悪 く も女子 店員 の 評価に 関わ っ て い く

の で ある。

2 ．女子店員の 職務

　女子 店員が百貨店 で 用 い られ る よ うに な っ

た 1900 年 代初頭 には、男子店 員 と女子 店員

と で は 技能 に 差 が あ る と考 え られ て 、 女子 店

員はそ れ ほ ど難 し い 知 識 を必要 と しな い 職 務

に配属 され る こ と とな っ た。

　そ の 後、女子店員 が 販 売 に も用 い られ る中

で 、男子店員 にはな い 女子 店員特 有 の 丁寧 な

対応 が評価 され て きた。そ の
一

方 で 、百 貨店

の 規模 の 拡 大 は 業 務 の 効率化 を も た らす こ と

と な っ た 。
こ の よ うな効率 化は 、職務 の 簡略

化 をすすめ る とともに、女 子店員 の 職 務 の 拡

大 も促 し た とい う見解 も現 れ て い た。 こ の よ

うに 、女子店員が 増え た 時期 に は 、販 売 員に

に 求め る能力が変容 して い た の で ある。

　呉服 や雑貨 を販 売す る店員に 占め る女子店

員の 比 率 は 1920 年代以降、急速に 高ま り、

1928 年に 20 ％後半で あっ た女子店員 の 比率
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は、1938 年 に は、50 ％を超 える よ うに なっ

て い た 。こ う し た 中で 、従来は ほ と ん ど女子

店員を用 い て い な か っ た呉服 を扱 う売揚 で も

女子店員が用 い られ るよ うにな っ て い た の で

あ る。

3 ，女子店員の 訓練

　1920 年代 後半 になる と、それ ま で の よ うに

職 場 で 仕 事を し な が ら、そ こ で 必 要 と され て

い る振 る舞い 方 を 自然 に身 に つ けて い くだ け

で な く、積極 的に 販売 に 必 要な知識 を教 え て

い く よ うに な っ て い た 。

　 1930 年代に入 り、女子店員が売場の 過半数

近 くを 占め る よ うに な る中で 、女子 店員の 勤

務態度 が 問題 とな っ て い た。こ れ に つ い て は、

積極 的 な店員 訓練 に よ っ て それ を克服 しよ う

とす る 立 場 と、女子店員 の 勤務年数が 短 くな

らざる を得な い 家庭 の 環境が ある こ とを指摘

して、男 子店員 と同等の 活躍は難 し い とす る

立場 とが見 られ たの で ある。

　 こ うし た 中で 、三 越 で は 、効率的 な店員訓

練を積極的に すす め て い た。こ の 頃に は 、子

供店員を数年 間経験 し て 、そ の 後に販売員 に

な る の で は な く、中等 教育 を終 了 して す ぐに

販 売員に な る こ とが多 くな っ て い た 。 そ こ で

は 以前の よ うに 、 生活 を ともにす る中で店へ

の 帰属意 識 を醸成 す る こ とや応対 の 技術 を学

ぶ こ と が で き な くな っ て い た た め に 、映画 や

写真な どを用 い た新 し い 方法を導入す る 必 要

にせ ま られ て い た の で あ る。

　 こ こ で すす め られ た 店員訓練 で は 、それ ま

で の よ うに職場で 仕事 を し な が ら、必 要 な振

る舞い方 を自然に 身 にっ け て い くの で はな く、

作為的 に 必 要 な振 る 舞 い 方 を身に っ け させ よ

うと し た 。 それ とい うの も、百貨店化 が す す

む 中で 、特定 の 客だ け で なく、不特定多数の

客 と応対 する た め の 販 売の 技能を身 に つ け る

必 要 が 生 じて い た か らで あ る 。

お わりに

　1930 年代に は 中等教育卒 の 女子 は増え て い

た もの の 、大 学卒や専門学校 卒 の 女子 が採 用

され る こ と は ほ とん どなか っ た こ ともあ り、

職 階の 上昇や賃金 の 上昇が店員生活 の 目 的 に

は な らなか っ た 。
こ の よ うな性 向は 、 良く も

悪 くも女子 店員 の 評価 に関わ る こ と とな る 。

　女子店員 の 職務の 拡 大 は 、百貨店 にお い て 、

呉服店 とは異な る能 力 が 要求 され て きた こ と

を示 して い る。女子 店員 が 用 い られ た の は、

婦人 客が増大 し て い く中で 、従来 の 男子 店員

に は な い 丁 寧な応 対 が評価 され た こ とが
一

因

に あ る 。 買い 物客に と っ て 購入 した商品 の 良

し悪 しだ け で な く、買 い 物 の プ ロ セ ス が重 視

され る よ うに な っ た こ とが こ の 背景にはあ る。

　そ の
一

方 で 、 百貨店 で は職場 で 自然に販 売

技 能 を身に つ け て い く とい うス タイ ル か ら、

販 売 の 技能 をそれ ぞれ の ケ
ー

ス に 細分化 し、

映 画や 写真 を取 り入れ た新 し い 方法に よ っ て

それ を身に つ けさせ る ス タイ ル へ と変化す る

こ と とな っ た。そ こ で は急 速 に増え て い た女

子店員が、主 要な対象 とな っ た の で あ る。

　 こ の よ うな技能 形成がす す め られ る よ うに

な っ た の は 、百貨 店 が不特 定多数 の 大衆を対

象 とす る よ うにな っ た こ とと関 わ っ て い る。

単な る機 械 的なサ
ービ ス に と どま らない とい

う点にお い て 女子 店員の 振 る舞い は重要な も

の で あ っ た が 、店員訓練に お い て は 、彼 女 ら

に標 準化 され た 振 る舞 い 方を身に つ ける よ う

促 し て い く こ と とな っ た。百貨店化 がすす め

られ る 中で 、 こ の よ うな 2 っ の 方向性 を持 っ

た技能が販売員には求 め られ て い た の で あ る。
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