
Ⅰ 明治国家に おけ る女性役割と ｢ 手芸+

笹 本 ( 山崎) 明 子

1 . は じめに

本稿は, 日本近代 に お ける ｢手芸+ に つ い て , ジ ェ ン ダ ー の視点か らそ の 意味を読み解 こ う

とする試み で ある｡

* 1

まず, 現在 ｢ 手芸+ と は, 次の よう に定義さ れて い る ｡ 例え ば, 小学館の 大日本百科事典の

｢ 手芸+ の定義に よれば,

｢ 主と し て 手先の 技術に よ っ て 家庭内で実用品 ･ 装飾品 ･ 玩具 な どを つ く る こ とをい う ｡

古くはお細工物と称し,

一

般の細工物と区別し, 明治中期ごろか ら技芸とも呼んだ ｡ 最近

は芸術味を含ませ て 手工芸と いう こ ともある ｡ 英語 の ハ ン デ ィ ク ラ フ ト h a n di c r a ft にあ

たるが , また,
ハ ン ド ワ

ー

ク h a n d w o r k とか ,
マ ニ ュ ア ル ア

ー

ツ m a n u al a r t s と訳す も

の もある ｡ +
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また, 次の ように定義する事典もある｡

｢ 手わぎ, 手先の技術およびそれ による製作活動をさ し, 主と し て 糸 ･ 針 ･ 布を用 い て , 日

常の 生活を美しく豊か に する ため の実用品を作る手仕事の 総称｡ h a n di c r a ft , b a n d w o r k ,

m a n u al a rt , y o u th f ul a rt+
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これらの例か ら考え るな らば, 現在の ｢ 手芸+ と は第 一 に手先の技術そ の もの を指 L , 第二

に衣服や室内装飾 ･ 家庭内の実用品を家庭で製作する行為を言い , 第三 に そう し て製作され た

物を指し て い るo そ し て , 手工芸 ･ 技芸と同義に用 い られた とある ように , h a n di c r a ft な ど の

日本語の 訳語は, 工芸 ･ 手工芸な どと多様な訳を与え られ, 必ずしも ｢手芸+ そ の もの を言い

当て た言葉と は言い難い ｡

さらに具体的に ｢ 手芸+ と は何を指して い るか と言え ば, 桜井映乙子氏に よ れば ｢ 刺繍 ･ 編

物 ･ 摘細工 ･ 綿刺 ･ 綴錦 ･ 染織 ･ 袋物細工 ･ リ ボ ン ア
ー

ト ･ 人形細工 ･ 押絵 ･ 組糸な ど+
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で

あり, 主 に糸 ･ 布を用 い た手仕事を指し て い る ｡ 糸と布を用い ると い う点で は ｢裁縫+ と い う

領域も似通 っ た もの と し て あるが, こ の ｢裁縫+ と ｢ 手芸+ の速い に つ い て , 飯塚信雄氏は次

の ように述 べ て い る ｡

｢裁縫と手芸は どうちがうか と いうと, こ れ らの 言葉を英語に 置きかえ て みれ ば容易に理

解で きる｡ 裁縫, つ まり, 針仕事は ニ
ー

ド ル ワ
ー

ク ( n e e dl e w o r k) であり, 手芸は ア ー

ト ･

ニ ー ド ル ワ - ク ( a r t n e e dl e w o r k) と呼ばれる ｡
つ まり, 針仕事が純粋に機能性だけを求

める の に対して , 手芸は機能性と共に装飾性を求め る｡ +
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こ の ように ｢手芸+ は ｢ 裁縫+ と は区別され る の だ が, ｢ 手芸+ が必ず し も針仕事で ある と

は言えな い こ とか ら, 装飾的な針仕事 ( a rt n e e dl e w o rk) と明言する こ と は で きな い
｡

以上の よう に
, 今日 的意味で の ｢手芸+ は, 辞書的な定義か らは ｢ 手工芸+ ｢ 工芸+ な ど と

の 明確な区別はな い ｡ しか し実際に は, ｢手芸+ と ｢ 手工芸+ ｢ 工芸+ は異なる領域を言い 表す

言葉と し て使い分けられ て い る ｡ 飯塚氏は西洋の ｢ 手芸+ に つ い て , ｢ 工芸+ と の 遵い を次の
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ように説明 し て い る ｡

｢ 同じ手仕事で ありなが ら, 手芸が 工芸と どうちが うか と い うと, そ れ は西洋の場合殊に ,

手芸に は, 家庭婦人 の 手すさ び,
つ まり, そ れ を生活の糧に す る の で はな い単なる ホ ビ ー

か , また は, よ い 家庭婦人 に な る ため の教養, と い う考え方が ま つ わり つ い て い る た め で

はな い だ ろうか ｡ +
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飯塚氏の 指摘の 中に は, 現在の 使わ れ て い る ｢手芸+ の 特徴が端的に 言い表され て い る ｡
つ

まり ｢手芸+ の 特徴と は ｢ 家庭婦人+ に 担われ た ｢ ホ ビ ー

+ 趣味的領域で ある こ と, さ ら に 女

性に必要と され る ｢ 教養+ で ある と い う こ と の 2 点で ある｡ 現在 ｢ 手芸+ と い う際, お そ ら く

これに近い 意味合い で 用 い られ い ると い っ て よ い ｡

以上 の ような現在の ｢手芸+ をめ ぐる状況 を前提に, そ の 起源をさ ぐり, 本論で は日本近代,

特に明治期に時期を限定し て ｢ 手芸+ の 持 っ 意味とそ の役割 ･ 機能に つ い て論及 し て い く｡

2 . ｢手芸+ と ｢ エ芸+ の遠 い

日本で は ｢ 手芸+ は, 江戸時代にお細工物と い われ , 押絵 ･ 摘み細工 ･ 袋物な ど女子 の た し

な み とされ て い た ｡
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1872 (明治 5 ) 年の ｢ 学制+ が意図した学校体系は, 近代的な学問 ･ 技術 ｡ 道徳を大幅に 取

り込ん だきわ め て 広範な もの で あ っ た｡ が しか し, ｢手芸+ は もと より, 裁縫 ･ 家事な ど, 江

戸時代より女子 に必須とさ れた教養は, 科目と し て
一

つ も採用 され て い な い
｡ 強い て い え ば,

習字 ･ 細字習字の 2 科であ るが, こ れも, 前代より男子も必ず身に つ けな けれ ばな らな い も の

で あ っ たか ら, 特に女子 を対象に した科目だ と は い え な い ｡ 結局, 学制は, 欧米先進諸国の 学

校体系の 中で成立 ･ 展開して 釆た科目を直輸入 して カリ キ ュ ラ ム 内容 に盛り込 む こ と に急 で ,

男女別学を厳守し て 釆た当時の 実状に 対する考慮 はあまり見られ な い
｡
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ただ し, カ リキ ュ ラ ム の 中に含まれ な い が, ｢ 女児小学+ に 限定 し て , ｢女児小学 ハ 尋常小学

教科ノ 外 二 女子ノ 手芸 ヲ教フ+
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(第26 章) と し て , 女子 の み に 家庭生活に 関する科目を課 し

て い る｡ こ の カリ キ ュ ラ ム 外に女子の み に 課さ れた ｢ 手芸+ と は, 桜井氏によれば現在
p

o ｢ 被

服工作+ と ほぼ同 じ意味で あり, より広い地域性と多様性を考慮す るな らば, 裁縫 ･ 機織 ･ 洗

濯 ･ 料理 な どを包括する ｢ 女の手仕事+ 全般を指す広義の 名称で あ っ た ｡ ま た江戸時代か ら続

くお細工物と し て の袋物 ･ 細工物製作も行われ て い た とさ れ るが, カ リキ ュ ラ ム 外で あり, 地

域性と教員の 側の 問題 もあり, 統
一

された もの で は なか っ た o

そ の 7 年後の1879 ( 明治12) 年の ｢ 教育令+ で は
, 小学校の 教科目は読書 ･ 習字 ･ 算術 ･ 地

理 ･ 歴史 ･ 修身の 初歩とされ , 土地 の 状況に よ っ て 罫画 ･ 唱歌 ･ 体操 ･ 物理 ･ 生物 ･ 博物な ど

の 大意を加え る こ と と し, 特に女子の ため に裁縫科を設ける こ と を規定した ｡ こ こ で は じめ て

｢ 手芸+ と い う広義 の 教科 で は なく ,

一

つ の 教科と し て の 裁縫科が 誕生す る ○

* 1 0
｢ 手芸+ と

｢裁棒+･ が明確に分けられた の は, さ らに そ の後 で, 1895 ( 明治28) 年高等女学校規程 に お い

て , 裁縫が正科目に, 手芸が随意科目に編入さ れ た際で ある ｡ ま た, 1901 ( 明治34) 年高等女

学校令施行規則で , . 手芸の範囲を編物 ･ 組紐 ･ 袋物 ･ 刺繍 ･ 造花な どと し, ｢ 手芸 ハ 女子 二 適

切ナ ル手芸ヲ習 ハ シ メ 指事ノ 動作 ヲ巧撤ナ ラ シ メ 兼テ 勤勉ヲ 好 ム ノ 習慣 ヲ養 フ ヲ 以 テ要旨ト

ス+
* 1 1

と明示した ｡
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本来, ｢ 裁縫+ をも包含するもの と され た ｢ 手芸+ と い う概念 は, 高等女学校令の 整備 と共

に , 必須科目と し て の ｢裁縫+ , 随意科目と し て の ｢ 手芸+ と い う 限定的な意味合い を帯びて

くる. そ し て ｢ 裁縫+ は実生活の 上で 必要さ れ,

一

方で ｢ 勤勉 ヲ好ム ノ 習慣ヲ 養 フ+ た め に

｢手芸+ を教え ると い う, 目的の 異な る科目と し て成立 し て い っ た｡

明治期の ｢ 手芸+ と い う言葉を考える上で ,
い く つ か の同義語 に つ い て も触れ て お きた い ｡

明治期を通 じ て , ｢手芸+ と はぼ同義語と し て扱わ れた語 に ｢ 女紅+ ｢女功+ と ｢ 技芸+ と い う

語が ある｡ ｢女紅+ ま たは ｢女功+ と いう の は, 古く 『史記』 の ｢ 貨殖篇+ や 『漢書』 の ｢ 景帝

紀+ に出て くる言葉で , もと もと, 女 の手わ ざ, 女子の仕事
一

般をさす意味に用い られ て きた｡

ようするに, 女性が て が けた裁縫 ･ 機織 ･ 刺繍 ･ 編物 ･ 細工 ･ 挿花 ･ 押絵な どを っ っ む広義の

名称で あ っ たと い える ｡

また, ｢ 技芸+ に つ い て は, 佐藤道信氏が ｢美術+ に最も近 い もの で , 歴史と伝統性を有す

る語と し て 帝室技芸員を例に取 っ て既に説明され て い る｡

* 1 2
ただ し, 私が 今回明治期の 雑誌

記事を中心 に検討 した と こ ろ, ｢ 美術+ に近い もの ばかりで なく ｢ 手芸+ や 唄, 三 味線な ど の

あらゆ る芸事まで もを含む ｢ 芸+ と ｢技+ を示すもの が多く見られ た｡ 少なくと も, 女性向け

の雑誌等の 中で ｢ 技芸+ と い う場合, 広く芸事
一

般を指し て い る こ とが わか る ｡ ｢ 技芸+ と

｢手芸+ は, ほとん ど区別なく同義に 扱われて い ると い え る｡

以上 の点か ら明治期の ｢手芸+ に つ い て次の 点を確認する こ とが で きる｡

第
一

に ｢手芸+ は広く女性に よる手仕事 ･ 手業を総称する語で あり, 女子教育制度の 整備と

と もに現れ る近代的な ｢ 手芸+ ら, 女性が な す こ と を前提と し て 確立さ れ た ｡ 第二 に 近代的

｢手芸+ と は, 女性が ｢手芸+ する行為自体に意義を見出 し, 女性の あ る べ き姿を創り出す,

教育ま た は矯正 の 目的が 込め られて い る ｡

ま た, 佐藤道信氏の指摘に よれ ば, ｢ 工芸+ 概念に つ い て は, 画工 ･ 彫工 ･ 陶工 ･ 漆工 ･ 金

工 ･ 木工 ･ 石工 ･ 織工 な どを指し, 明治初期に於て ｢ 工芸+ は ｢ 美術+ 成立以前の 絵画 ･ 彫刻

をも含む最も マ キ シ マ ム な包括概念 たりえた もの で ある ｡

* 1 3
こ こ に ｢ 手芸+ を あて は め て 見

る な らば, ｢ 工芸+ と ｢手芸+ は重複する領域が少なく な い ｡ つ まり, ｢手芸+ は ｢ 工芸+ に対

する下位概念で はなく, むしろ ｢ 工芸+ に対置で きるような包括概念で あると い え る｡

したが っ て , ｢ 手芸+ は ｢ 工芸+ ｢手工芸+ と制作方法 ･ 材料な ど に大差はな い もの の , そ の

決定的な差異は, 担い手の性別の 問題, ジ ェ ン ダ ー に起因するもの だと いう こ とが で きる｡

以上 の ｢手芸+ の 定義とそ れに類する語の 確認を踏まえ て , 近代的な意味で の ｢ 手芸+ が明

治期にど の よう に して女性に向けて 奨励さ れ, 社会的に機能し て きた の か, 以下詳細を見て い

く｡

3 . 近代的 ｢ 手芸+ と ｢ 女性の美術+

こLれま で 見て きた よう に, ｢ 手芸+ は根本的に ジ ェ ン ダ ー に よ っ て 規定さ れた概念 で ある と

と もに, 現在の手芸と は異なり, 広範な女性の手仕事をあらわし て い た｡ それが女子教育制度

の 整備に伴 っ て , 実生活に必要不可欠な ｢裁縫+ と区別さ れ, 極め て 近代的な ｢手芸+ と小 う

枠組み が成立する｡

そ の 背景に は近代市民社会における女性の位置づ けの変化がある｡ つ まり, 専ら ｢家庭/ ホ ー

-
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ム+ を守る べ き存在と しての ｢ 主婦+ 層の 誕生 で ある ｡

産業に従事する こ と なく, 家事と育児 に 専念す る い わ ゆ る ｢ 専業主婦+ と い う都市中産 階級

の女性およ び地方の富裕な女性たちに 向けて , 明治20 年代後半か ら増大する女性向けの諸雑誌

で は, ｢ 手芸+ を奨励する文章が頻繁に 載せ られ , 近代的な女性の 在り方をメ デ ィ ア が 先導す

る ようにな る｡

明治期の女性向けの 雑誌は, 女子学生 ばか りで なく,

一

般の 主婦層 をも巻き込 み なが ら, 女

性を教育する機能を持 っ て きた ｡ そ れ は諸雑誌の 中で, 娯楽性以上 に教育を重視 しようとす る

姿勢が発刊 の趣旨な ど に述 べ られ て い る こ と か らも読み とれ る ｡ そ し て教育者の 側か らも読者

の 側か らも, 官制の 学校教育の 整備が男子 より遅 れ て い た, 明治の女子教育を補う重要な媒体

で あ っ たと い える ｡

これらの 中で は, 女子教育に 関する論文の 他, 手芸や美術に関す る様々 な文章が当時の 知識

階級か ら寄せ られ て い る｡ 特に 美術に 関する もの は, 女性が美術を学ぶ必要性や ｢ 女流+ 芸術

家を写真入り で紹介す ると い っ た形で か なりの 量が載せ られ て い る ｡

私が , 今回 ｢ 家庭雑誌+
* 14

ぉよび ｢ 女鑑+
* 1 5

な ど の女性向け雑誌を中心 に行 っ た リ サ
ー

チ

か ら, 本稿で は ｢ 手芸+ が ど の ような文脈か ら奨励された の か, ま た近代的な ｢ 手芸+ 看 ど の

よう に位置づ けよう と し て い た の か に つ い て 考察する ｡ さ らに, ア マ チ ュ ア性を帯びた近代的

｢手芸+ と同様, 近代に作られ た重要な枠組み と し て ｢ 女性の 美術+
■
と い う も の が しば しば論

じられるが, こ の ｢ 手芸+ と ｢ 女性の 美術+ の 同質性に つ い て もふ れて い く｡

(1) 手芸奨励の デ ィ ス ク ー

ル

雑誌メ デ ィ ア の 中に現れ て くる手芸奨励の デ ィ ス ク - ル は, 先ほ ど述 べ たよう に主婦層の 誕

生と い う社会現象を背景に し て い る｡

-

般に専業主婦層の 誕生は大正期に入 っ て か らと され て い るが , 千本暁子氏の 指摘
* 16

に よ

れば, 都市中産階級 ( こ こ で は い わゆ る ｢ 中流家庭+ と ｢ 新中間層+ を指す) に おい て は, 明

治中期か らす で に専業で 家庭を守る女性たちが主流だ っ た とさ れ て い る ｡ 専業主婦の 誕生の 背

景に は, 家事 ･ 育児労働を女性の役割と し, 女性の外 で の労働を膿し い もの とする中流階級の

社会通念の存在と合わ せ て
, 官吏 ･ 会社員と い う中流階級の 俸給が実生活 を維持 し て い く上 で

必要な生活費の 二倍を越え る もの だ っ た こ とがあ げられる ｡

しか し, 明治10 年代か ら30 年代に か けて の 物価上昇に対する官吏の 俸給の 上昇率は極め て 低

く押さ えられ, 明治30年代以降には, 少なく と も俸給面で は中流階級の生活を維持する こ と ば

困難であ っ た ｡ こう した状況 は, 社会通念と実生活の ギ ャ ッ プを生んだ ｡ こ の ギ ャ ッ プ こ そ が

都市中産階級の女性と ｢ 手芸+ を結び つ ける重要な要因で ある と思 われる ｡ 生活の レ ヴ ェ ル を

維持する こ と と, 社会通念を貫く こ と の 大きな ギ ャ ッ プを埋め る もの と し て, 時に は生活 の 潤

い となり, ま た わずか ばか りの 収入にもなり, しか し女性の 徳を損なう こ と の な い恰好の 素材

と し て ｢手芸+ は奨励され て い く｡

い く つ か の 手芸奨励の デ ィ ス ク - ル の 中で も, 早い 例と して , 1892 (明治2 5) 年 『家庭雑誌』

2 号の 論説 ｢ 家庭に おける手工+ と題された文章は, 女性の 手仕事 に関して
,

そ の 領域 ･ 目的

な ど を示した上 で , 都市中産階級以上の 女性 へ の手仕事を奨励する もの と な っ て い る ｡
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な

｢ 衣食の為に 手工 を作す は, 言う迄もな し. 手工 を作し て 衣食の 為に稼ぐの 必要な き富裕
ゆ うち よう ざん

の家庭に於て も, 手工 の事は, 努め怠る可か らず｡ 手工 の中に て最も大切なる者は, 養憲,

裁縫, 機械｡ 割烹の 如きは, 言うに も及ばず+

こ こ で の ｢手工+ と は, 養蚕 ･ 裁縫 ･ 機織 ･ 割烹ま で も含む とあるよう に, 前近代的な広義

の ｢手芸+ を指し て い る こ と がわかる ｡ さ ら に,

やや

｢ 家内の うちに, 時な らぬ浪風を起こすは, 家内の 人, 無事に苦めばなり｡ 其子女の 動も
ふ とりしま り

すれ ば, 不取締に赴くは, 仕事なければなり｡ 或は種々 の 悪風, 家庭に流行し, 或は不愉
そ こな

快の 空気満ち, 或は其JL ､ の 平和を破り, 或は其肉林の健康を傷ふ もの , 其原 因多 しと雄,

ゆ う だ きた

遊惰なる より来らざるもの少し｡ 遊惰は時の 盗人 と云 へ り, 時の盗人 の み な らず, 資に家
さ

庭問幸福の 盗人也｡ 之 を除るに は, 是非勉強の 家風を作らざる可か らず｡ 勉強の 中に て 最

も著しきは, 手工 なり ｡ +

家庭内に波風をお こすの は女性の仕事が無 い こ と に 原因する遊惰な状況 に よる もの で あり,

こ れ を避ける には勤勉な家風を必要と し, 殊に ｢ 手工+ が有効で あると し て い る｡
こ の ように,

手工 つ まり ｢手芸+ は仕事を持た な い 女性に こ そ必要な もの で あり, 手芸をする こ と に よ っ て

次の ような効果が期待で きる と し て い る｡

｢ 手工 は, 人をし て 規則立 っ 者と ならしむ｡ 手工 は, 人をし て 着賓な らしむ ｡ 手工 は, 人
よこしま

をして正 しくな ら しむ｡ 手工 は, 人をし て 邪 な る念を去らしむ ｡ 手工 は, 人を し て 其同

胞に向て 同感の 情を深か らしむ｡

一

言に て 云え ば, 手工 は, 人をして其心にも其身鉢に も,

健全 を得, 家庭をし て 平和幸福の 天地とな らしむ｡ (引用者中略) 是れ観り生活 の 璃の み

な らず, 賓に家庭の幸福を増加し, 其品位を揚るに於て , 洩か らぬ利益あり と信ず｡ +

つ まり, ｢ 手工+ ｢ 手芸+ をする こ と に よ っ て , 著者は規則立ち, 着実にし, 正 しくす るな ど

J亡▲
､身共に健全 になり, 家庭を円満に する こ とが で きる と述べ る ｡ こ こ で 述 べ られて い る ｢手芸+

の効果は, 単に効果と し て見る べ きで はなく, む しろ ｢手芸+ の 目的と も言え る もの で , ｢ 手

芸+ を通 し て女性に必要とされる人格を形成しようとする もの で ある｡

著者は, ｢ 手工+ の枠組み を, 必要不可欠な家事労働で ある前近代的 ｢手芸+ と捉え つ つ も,

もはや ｢ 呉服屋+ ｢ 仕立屋+ ｢料理屋+ など ｢富さ へ あれば, 何事も手をう ごか さず し て 出で 来

る便利の世の 中+ で ｢手芸+ の実質的な必要性が乏 しくな っ て い る時代を憂慮し て い る ｡ 実際

に は不必要に なり つ つ ある諸労働を, なお女性の 労働と して 奨励し て い く 一

つ の 動機と し て ,

こ こ に 示された人格の 陶冶と い う目的があ っ た と思われ る｡ 実生活上必ず しも必要で はな い 点

と人格形成を目的とすると い う点に於て , 著者の い う ｢ 手工+ と は, 極め て 近代的な ｢ 手芸+

に近い もの だ と い える ｡

また, 1906 ( 明治39) 年 2 月の 『ム ラサ キ』 には, 当時の私立女子美術学校 (現在 の女子美

術大学) の校長で あ っ た磯野吉雄が ｢女子と手垂+ と い う文章を載せ て い る｡
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｢ 女子 の 職業と し て は, 手車は最 も適 し たもの で あ らうと考 へ ます｡ 女性 は天性優 しく生

まれ っ い て居るか らこ それ に 相鷹 した優美な花を掃え たり, 鳥を繍したり編ん だりする事
は, 綿密な性質と相待 っ て最 も女子 に適嘗な仕事で あら うと恩 ひます｡ 女性は

-

つ 事に い

つ 迄も飽か ぬ 性質を持 っ て居 て , 例 へ ば 日 に 三度の食事の 賄 の如き男子 に は兎て も永く続

けて出来な い こ と を平気 で や る, 然 しま だ今日 の 我国の 状態 で は女子 は, 不生産的で あ っ

て , 金儲する事は恥辱の 様に考 へ て ゐる が, 中流以上 の婦人方は比較的暇があ らうと恩 ひ

ますか ら, 其人達が 日 に 二 銭づ っ の 仕事をし て御覧 なさ い
, 全国 の婦人 で

一 年に巡洋艦 の

二 三隻も出来るやう にな る で はありませ ん か , (引用者中略) 手套 は女子 の職業と し て ,

家族二 三人位は豊か に暮 しが付きます･ 然 し女子 の猪立 は決 し て賀す べ き事で な い が, 家

庭を為し て か ら で も手聾に熟達 し て居る と, 趣味も多く, 又 一

家の 幸福に もなります｡ +

磯野の文章 は, 前年の1905年に終わ っ た 日露戦争を反映し て
, 戦時体制化に もか か わらず,

非生産的で家庭外労働に従事する こ と の な い 中産階級以上 の女性たち に , ｢ 手芸+ に よ っ て わ

ずか で も国家に貢献で きる こ とを示そ うと し て い る o なぜ , 手芸な の か と い うと女子 の性質上

適当と い う こ と以外論じ られ て は い な い o こ の ように, ｢ 手芸+ を国家の た め と い う理由か ら

奨励し はするが ･ しか し女性の 独立 の ため で はなく, あくま で ｢ 手芸+ に よ っ て家庭を幸福に

し, 自分の高尚な趣味とする こ とがそ の 目的で ある と述 べ られ て い る
･

｡
つ まり , ｢ 手芸+ は家

庭内で , また家庭の為に あり, 実益 もさ る こ と なが ら, そ の 行為自体が中産階級の 女性に と っ

て
-

つ の 教養 ･ 趣味で ある こ とが示 されて い る
｡

さ らに, 1909 (明治42) 年 『女鑑』 第19 年2 号 に載せ られ た ｢ 手工 をも っ て 欧米に 捷て+ と

いう吉岡房次郎の 文章は次の通 り で ある ｡

* 1 9

｢女子が技塾を修め る の は何も衝立する が薦の 用意計りで はな い, 常に家庭の 上で
一

家の

主婦と な っ て ゐれ ば, 家族
一

切の 裁縫は云ふ迄 もなく,

一

寸 したもの が刺繍を半襟に鷹用

し て 見たり, 造花や摘細工 で 室内を装飾し て 夫の 日を悦ばせ たり, 小鬼服を作 っ たり, 改

良服を試みたり し て主婦と し て の 腕前を遺憾なく現 はす こ とが出来る, 自分に 技塾の,L ､ 得

が な い ばかり に高い債を費すの み な らず, 近来の や う なす べ て に装飾に心を用 ゆる世の 中

で は, 第
一

そ の道 を知らねば交際場裏に立 っ て も, 肩身が挟い 道理 で す+

産業と し て手塾 ･ 手工 をな す こ と の必要性と と もに , 女性が技芸 ( こ こ で は主 に ｢ 手芸+ 杏

指し て い る) をする こ と で家庭内の装飾, 家族の衣類の 世話な どが で き, さ らにそう した こ と

が で きなければ交際上 の 不都合さ え生 じる と し て , 技芸 ･ 手芸が あくま で独立 の手だ て と し て

で なく, 家庭内を心地 よくする ため, 家族の ケ ア をする た めに必要とする点を述 べ て い る ｡ 吉

岡は ｢ 主婦+ の 役割を家族全員の ケ ア, 夫 へ の 心配り, 社交な ど妻と母の役割と捉え, ｢ 手芸+

｢手工+ をも っ て こ れ らの 役割を果たす こ とが で きる とし て い る ｡

以上 の こ とか ら ｢ 手芸+ 奨励の デ ィ ス ク
-

ル に つ い て , 次の 点を指摘で き る｡ 第 一 に ｢ 手芸+

は女性にと っ て賃金を得るた め の 仕事で はな く, む しろ独立 を前提と しな い ア マ チ ュ ア の 仕事

で ある ｡ 第二 に, ｢手芸+ は産業と し て の 重要性以上 に, 自ら の 家庭内を装飾 し家族 の心 地よ

-
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さを維持する ため の もの で ある｡ 第三 に , ｢手芸+ はそ の 制作過程 を通 し て , 家庭 を円満に保
つ た め に 必要と され る女性の 人格を作り上げるため の 手段で ある｡ 第四 に ｢ 手芸+ は女性に と っ

て適正 な仕事で あり, 女性はお の ずと それをなす上 で必要とさ れる性質を持 っ て い る ｡

(2) ｢ 女性の 美術+ と い う ト ピ ッ ク

こ う した ｢手芸+ の 特徴と並ん で , 女性向け雑誌 の 中で注目さ れ る の は, ｢ 女性 の 美術+ と

い う, こ れ もまた ジ ェ ン ダ ー

化され た枠組みを持 っ 諸論であ る. ｢ 女性の 美術+ と は, 近代的
｢手芸+ 概念が形成され る過程で , 明治20年代後半か ら論じられ た ト ピ ッ ク で , 女性が美術と

関わ る必要性や女性に と っ て の 美術の意味な ど, さま ざま な形で論じ られ た もの の 総称と し て

こ こ で は扱うが, こ れら は ｢手芸+ と ｢ 美術+ の 関係を見 る上 で重要で あると思われ る｡

明治20年代に論じられた ｢ 女性の美術+ に関する次の 2 つ の 文章 は, 女性が美術を学ぶ 必要

性を説くとと もに, そ の 理由を明確に示し て い る｡

1892 ( 明治25) 年, 成萱草人 は ｢ 婦人と給蓋+ 『家庭雑誌』 第 4 号で , 次の よう に論じ て い

る ｡

* 2 0

｢何人と雄 一 偶の品位ある人は骨丹青の 趣味を有せ さる べ か らず, 殊に婦人 に至て は其品

性を養ふ上 に就て 最も須要なる の みな らず, 人の 母と し て天下の好姦者たる男児女児 に物
の道理を語る に輪姦を外に し て は復何にかあらん o か の庭上 を重し て人形の 首を塞く者を

見る へ し, 給童を好む は児童の天性ナリ, 輪姦を利用 し て 子を教ゆ べ き は母の 職分なり ｡

(引用者中略) 去れば家庭教育に輪姦なき は殆と学校数育に文字な き と等しき の み ｡ 人の

母と し て給垂心 なきは猶人の 師と し て文字を知らざるが如くな らん ｡ 世の婦人た るもの 宜

しく拾遺心を養ふ て可なり ｡+

ま た, 1896 (明治29) 年 『家庭雑誌』 第75 号で は
, ｢ 婦人 の美術心+ と いう文章で 次の よう に

論じ られ て い る ｡

* 21

著者は, 古来か ら
-

の婦人の 教育を, 裁縫と遊 芸, ( 読書 ･ 歌 ･ 琴 ･ 三 味線 ･ 生花 ･ 茶な ど)

と に区別し, 遊芸は遊楽に荒みやすい と の 理由か ら近年敬濠さ れて い る こ とを嘆き, 必ず しも

婦人を堕落さ せる もの で はな い 論じるo 遊芸は別の言葉で言え ば, 美術的修養で あり, 絵画 ･

詩歌 ･ 高尚な音楽な どは例外で あると し て, ｢ 輪番の如 き (引用者中略) 猪り以 て 家庭許和の

具た る べ きの み な らず, 自ら其心身を慰 む べ きもの なる の み な らず, 之を善用すれ ば大に其品

性を養ひ, 気格を高尚に す べ く, 又子女の 教育に も必須な るもの たり+ と論じ て い る｡ そし て,

もし婦人に絵心があれ ば, 自ら絵を措い たり人の作品を巧 みに選択し て , 家庭教育の 有力な教

育機械と し て, 子女の心性を陶冶す べ く, ま た室内の装飾に応用 し て - 家の 清雅語調な気風を

養うもの で あるとする ｡

こ の 2 つ の文章か ら読み とれる ｢女性の 美術+ の必要性とそ の 目的は, 以下の よう に整 理 す

る こ とが で きるo 第
-

に , ｢絵画+ は母の 職分であり, 第二 に家庭譜和の 具で あり , 第三 に女

性自らの心身を慰め るもの で あり, 第四に, ｢ 絵画+ を善用する こ と に よ り品性を養 い高尚に

するもの で ある ｡

-
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実用性か ら切り離さ れた ｢手芸+ が そ う で あ っ た よう に , ｢ 絵画+ ｢ 美術+ もま た, 日常の 必

要性か らで は なく, 母で あ る こ と, 家庭の 管理者と し て の 妻で ある こ と, 社会的連関か ら切り

離さ れ た心身の癒や しを必要とする存在で ある こ と, そ し て都市中産階級の女性とし て ふ さ わ

し い教養人 で ある こ と, それ らの ため に必要な もの と見なさ れ て い る ｡

こ の よう な女性に向けた美術 ･ 絵画の奨励は, そ の対象を雑誌 の 読み手で ある中産階級の 女

性たち に 限定 し て は い る もの の , 専門的に ｢美術+ を学ぼう とする女性たちや, 既に芸術家と

して 起 っ た女性に限 っ た もの で はなく, 妻と なり母 とな る女性に対し て , そ の 必要性を説く も

の で あ っ た. こ の 女性全体に向けた美術の 奨励 は, あらゆ る女性 ( こ こ で も中流以上と
r
1 ､ う 限

定はあるが) を対象と し て い るが た め に , 専門性 ･ 技術 な ど に 触れ る こ と はな い ｡ む し ろ,

｢ 学び方+ と い う奇妙な議論に移行し て い く こ と に なる ｡

(3) 徳育と し て の ｢女性の 美術+

1905 (明治38) 年 『女鑑』15 年12 号に載せ られた下田歌子の ｢ 女子の 美育+
* 22

は, 女性の 美

術教育の在り方に つ い て , 次の ように述 べ て い る ｡

｢ 女子が美育は, 先づ心 の美より養ふ べ し｡ 決し て , 形の 美 より養ふ 可 か らず+ ｢ 若 し心

の 美なく し て , 形の 実の みあらん は, 可憐な る彼等年少の 女子を し て , 節を蔑し, 操を捨

て , 浮華 に陥り, 幾妖 を喜ぶ
, 所謂世の 不 貞不義の 人 た ら しむ る に 導く も の な り と ｡ +

｢ 形の糞育の み に走り,
J亡､ の美育を疎か に す るが故に, 其技塾草間を修め得た る女子 の ,

やや もすれ ば, 浮華嘩桃の徒となり て , 遂 に 桃元の美徳を科せ らる ゝ もの なく却りて , 漢

魔の 詩意 に背く の悲境に陥る こ とを, 希くぼ, 世の 女子が美育 に留意せ らる ゝ 人, 余が蕪

言を捨て られずば幸ひ, 甚 しか らん ｡ +

また, 同年同雑誌 に ｢ 女子美術学校卒業式+ で の 校長の 言葉 と し て , ｢ 婦人に は往々 些 の

垂術を鼻に か く る癖あ る は婦徳を損す る もの と懇 ろ に戒め られ , 他日有用 の 時用 う べ し云

々+
* 2 3

と載せ られて い る｡

これら の 意味する と こ ろ は, 女性が美術を学ぶ必要性 は認め た上 で, そ の技術及 び専門性以

上 に女性に必要とさ れて い る の が, 婦徳 っ まり, 下田 の言う と こ ろ の ｢心 の 美+ で あ る と い う

こ と で ある ｡ 専門性の 高さ , 技術の 高度さ な どは, ｢ 芸術を鼻 に か くる+ もと と なる が , 女性

に必要とされて い る の は技術の 高さ で はなく, ｢美術+ を学ぶ こ と に よ っ て 得られる女性 と し

て の徳だと い う こ と で ある｡

そ の た め, ｢女性の 美術+ はある程度は許容さ れる が, 専門的な レ ヴ ュ ル に達する こ と は不

必要, か つ 不可能な もの と認識さ れて い る ｡ 1907 ( 明治40) 年, 梶田半古の ｢ 女子 の 技塾 に

就て+
* 2 4

『女鑑』17 年2 号はそ の こ とを次の よう に記 し て い る ｡

｢ 給番 は婦人の 技蛮と して , 或程度ま で は よ い が , そ れ以上 は不適嘗で ある, 給蕃と い ふ

もの は, 男子で も其神髄を解し, 其堂奥に達 し難い もの で , 容易に成功するもの で はな い ,

故に婦人が輪番を学ぶ と い ふ こ と は, 全髄撫理な考であ る｡ 其謹接は, 昔か ら女子で給養

-

8
-



を好く したもの はな い, 結局女子 に適せ ぬ の で ある, され ど昔か らある流派に よ っ て , 規

則 どおり運筆し, そ れが段 々熟練し て , 物に な っ た と い ふ位の
, 極め て単純な程度の もの

で なれ ば, それ は宜か らうと恩ふ ｡ +

こ こ で 見 るように ｢女性の 美術+ に求められ た ｢ 程度+ と は, ｢簡易さ+ ｢手軽さ+ な ど の 言

葉に よ っ て 奨励さ れ た ｢ 手芸+ と質を同じくするもの だと思わ れる ｡ 言うま で もなく, ｢ 簡易+

で ある こ と に よ っ て , あ らゆ る女性が学び行う こ とを意図し, 逆説的に, あ らか じめ専門的な

芸術家が育っ 基盤が与え られ て い な い事を意味する ｡ ｢女性の 美術+ もま た , ア マ チ ュ ア 性 ･

芸事 (技芸) , さ ら に家庭に そ の価値の 全て を還元する と い う特徴を持 っ こ と に な っ て い る｡

(4) ｢手芸+ と ｢女性の 美術+ の 関係

ま た, ｢女性の 美術+ と ｢手芸+ ｢ 工芸+ に つ い て , 黒 田清輝は ｢女子と絵画+ と い う文章を

『女鑑』1906 (明治3 9) 年, 16 年12 号に載せ て , 以下 の ように論じ て い る
｡

* 25

｢其趣味を解す, 即ち美術思想を進 めた結果賓用上果し て如何な る利益が あるか, 給高は

工垂上 の蓉達 に 就て は, 最も快く べ か らざる科目で , 給蕎が進め ば, 窯業の如きも, 染色

業の如きも, 其他
一

般の 工聾が大い に 饗達するやうに なる, され ど或は窯業に よ っ て 輪番

を饗速させやう, 或は染色業に よ っ て槍蕎を進歩させやう と い ふ ことは, それ は順序の 間

違 っ た話で
, まづ給青を進歩さ せ, 国民の 美術思想を挿 へ 置けば, それ で す べ て線番を鷹

用す べ き工蛮は, 自然に 沓達し て乗る の で ある+

｢ 今日 の 時期と し て は, 政府で も, 個人 で も, 今日以上 の 力を, 女子美術教育に注がね

ばな ら ぬ, 而して男子の我々 と相使 っ て 女子の 美術思想を進 め たな らば, 大に我日本の 工

聾界に禅点する こ と が多か らうと信ずる の で ある+

こ こ で 興味深い点は, 黒田が女性にと っ て絵画が必要とさ れる の は, そ れ が ｢ 工芸+ (本稿

の 主旨か ら言うならば ｢ 手芸+ になる) の発達 に寄与するた め で あ ると捉え て い る点で あ る ｡

黒田 は ｢ 女性+ の場合に 限り, 第
一

に絵画の進歩の 必要性を説きなが ら, そ の最終的な目的は

工芸の 発達 で あると し, そ の た め に ｢ 女性の 美術+ の必要性を論じ て い る｡ つ まり, 絵画 は そ

れ自体が自律的なもの で はなく, ｢ 圏案+ と し て必要だ と い う こ と になる ｡

女性にと っ て ｢ 圏案+ を必要と論じ る の は黒田だ けで は なく, 梶田錠次郎
* 26

もま た , ｢ 婦

人 と圏案+ 『婦人界』1902 ( 明治35) 年, 第1 巻第1 号と い う文章の 中で ｢ 圏案+ の 必要性を取

り上 げ て い る ｡

* 2 7

｢
一

般の婦人に美術的趣味を有た しむる の必要がある｡ 美なる もの は, 人体各部の 神経に

感鯛して 初め て美観を生ぜ しむる もの で , (引用老中略) 高潔善良の 人 た る を得 ベ しな ど

言ひ しは, 先づ簡易な解輝で あるo で , 近来美育と云 ひ, 美術教育と云 仇 女子め間に も

既 に行われ て 居る事で あらうが, 其方法に つ い て , 私の考 へ を言 っ て見れば, 女子の 普通

の単科の 外に, 給養及工聾音楽等を学ばれ っ ゝ ある も, そ れ らは
一

種の 技塾と し て必要な

- 9 -



の で, 美の思想を養成する の手段に は遠 い や うに恩 はれ る｡ 直接に 実の 趣味を解得 し好尚

的知識の聾達を計る に は, 即 ち圏案な る もの を学ぶ べ きで あ らうと恩ふ
｡ +

梶田 は ｢ 圏案+ を学ぶ こ と に よ っ て得られ る ｢ 案出の 力+ つ まり創造力 もしく は構想力に 着

目し, こ の 力を養成す る こ と に よ っ て 高尚優美な る理想に近づ き, 品性を陶冶し, 意志を忠実

にさせ る こ とが で きる とする ｡

梶田 の場合も黒田 と同様, 女性の 美術的趣味はあくま で 工芸的 ･ 手芸的領域で尭揮さ れ る も

の と し て い る｡ こ こ で 注目す べ き点 は, 旧来の ｢ 手芸+ 概念 で は捉え きれ な い ｢ 案出の 力+

｢創造性+ が ｢ 手芸+ に関連づ けられ て い る点で ある ｡ しか し, こ の 創造性も中産階級の 女性

の 為の 高尚優美な 理想と人格の 陶冶の ため に用 い られ るもの で しかな い ｡

しか し, 以上 の ような ｢ 女性の美術+ の捉え方と は異 なる見方が無か っ たわ けで はな い
｡ 石

川残月 は ｢ 女子 と美術+ と いう文章を 『女鑑』 1906 (明治39) 年, 16 年12 号に 載せ次の よ う に

｢ 女性の美術+ を男性の場合と同等に捉え よう と.し て い る｡

* 2 8

｢ 吾人が男子 に 比 し て 静思熟考の 省察力に 富み静か な る, 生活に適せ る婦人の 性質を省み

て 女子に希望する所の もの は美術の研究にあり, 美術の 中に あり て も青紫, 給蕃, 彫塑 の

聾術の 如きは, 女子の 為すを得る芸術と し て は, 最 も鷹は し

`

き事業なりとす+

｢ 今日 の女子教育に は, 特に 音楽の技聾の 如きを, 専ら授く る の 傾向なきに非ざる も, 是

らは単に女子 の 噂み と し て
, 畢寛

一

種の 娯楽を目的と し て そ を授くる に過 ぎず, 吾人 の 希

望すると こ ろ は単に 娯楽もしくは, 噂み と し て授く る に 非ず し て , 女子を し て天賦の 技傭

を饗挿せ しむ る の 目的を以 て , 美術を研究せ しめん 事こ れな り+

｢ 女子 をして 僅に刺繍造花の 如き技術を研究せ しめ で恰も女子をし て燐寸の 箱張をな さ し

むると
一

般なる , 内職の 用 に供せ しめん とする如き は, 吾人 の 敢て 深く望 む所に あ らず,

其等の 目的を以 て 一 種の 美術に近 き職業を学ばしむ るも素より不可 なる に 非ず, 只吾人 は

女子の 美術研究の 目的を更に 一

層高簡な る禁捌こ置きて, 女子 に も亦男子に等しき美術上 の

天才を蓉揮せ しむ べ し と主張する者なり+

しか し, 石川の ような主張はむ し ろ極め て 少数派で ある こ と は言うま で もな い
｡ こ れま で 見

て きたよ う に, 女性に対して は, 美術上 の 天才を発揮さ せ る と い う方向 へ ば向かず, ｢ 手芸+

｢ 手工+ の 奨励, さ ら に ｢美術+ ｢絵画+ の奨励も同じ目的を持 っ もの とされ て い た と い わな け

ればな らな い
｡ また, ｢ 手芸+ も ｢ 美術+ も同様に, そ の 専門性を高め る た め にあ るわ け で は

なく, それを為す行為自体が女性にと っ て 重要性を持 っ て い た
｡

以上 の ような女性と美術をめぐる論説は美術の 奨励と いう文脈だが , また別の 視点か ら当時

の女性と美術の 関係を考え る上 で興味深い文章が雑誌 ｢ 光風+ 第二年第三号に載せられ て い る｡

｢ 同人閑話+ と題され た19 06 ( 明治39) 年の 文章だが, そ こ で は ｢ 女子 と美術教育+ と いう テ ー

マ に つ い て , 森鴎外をは じめ 7 人の 論客が座談会型式で議論を し て い る設定で , 必ず しも女性

に美術を奨励する立場で はな く, 様々
. な視点を提供して い る ｡

* ?9

そ の 中か らい く つ か の ｢ 女性の 美術+ に 関する意見を拾い上 げ て み ると次の ように なる ｡
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｢女子 に封する, 美術的教育を, 盛ん に し, 汎く其趣味, 観念を, 持たしめ た い の は, 予

が, 宿昔の 希望 で あ っ て , 女子が能く, それを感受し, 蓉揮し, 換饗 し得る の は, 寧ろ ,

女子の天職の 如く, 信ず る程で ある+
* 3 0

｢ 予 は, 普遍的に女子た らん者に は, 美術的思想を滴養せ しめ, こ れが繊手もて , 彩筆を

揮ひ , せ め て は,

一 枝の 花 一

抹の 雲影な ど, 完全に 冨 し, や が て は, 女性が, 絢欄たる,

天魔の 美を, 布上 に横溢 せ しめる程度ま で , 進歩番達せ しめ たな らば, ド レ丈, こ の 殺風

景, きわ まる社食を匡救し, 改造する こ とが出来やうか+
* 3 1

｢ 全体美術なん て なまめか し い事を男子 に やれ と云ふ の は無理 だ, 男子 はま だ 外に い ろ

〈 やる事が樺山ある, 戦争だ の賓業だ の仕事が有 っ て仕方が無い位だ, どう し て / ＼

美術なんか に績ま っ て居られ るか, そ んな事は皆女子に 任せる方が よ つ ぽ ど人間の 経済に

なる+
* 3 2

｢女子の 美術教育結構で すな o 鳥渡まあ夢に で も見るやうな積で ,
ビ ヤ ノ も弾き歌も詠み,

そ し て 遺が出来て , 朝か ら晩ま で 春の やうな美し い家庭を得やうと思 っ て ゐる+
* 3 3

｢ 女子 と云ふ もの は私の考で は女子其物が
一

つ の美術品で ある ベ き筈と恩ふ+
* 3 4

こ の ように ,
い わゆ る ｢女性の 美術+ をめ ぐる議論は, 美術をめ ぐる諸概念を ジ ェ ン ダ ー

と

の関係に お い て 捉え ようとす るもの で あり, 美術そ の もの を ｢女性的な もの+ と見な し たり,

美術と い う枠の 中で の ｢ 絵画+ ｢ 工芸+ の ヒ エ ラ ル キ ー を ジ ェ ン ダ ー 概念か ら価値づ けよ うと

するもの に 他な らな い ｡

｢ 女性の美術+ と同様, ｢ 手芸+ もまた ｢女性に よる工芸+ を意味する こ とが 明らか で あり,

こ の ような構造か ら考え るな らば ｢ 工芸+ に対し て , より ｢ 女性的な もの+ と し て の ｢ 手芸+

が価値づ けられ て い る こ とに なる o そ し て, ｢ 女性の美術+ と ｢ 手芸+ と は, メ ジ ャ
ー

な価値

を持 っ ｢美術+ ｢ 工芸+ に対し て 同じ位置づ 捌 こあり, か っ 同 じ目的の た め に女性 に対 し て の

み奨励され たと考え て よ い だ ろう｡

4 . 近代日本にお ける女性役割 と ｢ 手芸+

｢ 手芸+ が女性の手による家庭内の 手仕事で ある こ とか ら, そ の作品は極め て プ ラ イ ベ ー

ト

なもの で ある と い え る｡ しか し, 公的な場にお い て意味の ある もの とされ て い な い 現在の 状況

と比 べ て , 明治期の ｢手芸+ は女性の プライ ベ ー

トな手仕事で ありなが らも公的な側面を持 っ

て い たo そ の 託と なる の が, 明治20 年代後半か ら頻繁に 開催され る, 手芸奨励会や 工芸奨励会

と い う存在で あり, また実業系の 女学校で行われ る制作品の展覧会の 存在で あ る ｡ ｢ 手芸+ 品

はそうした公的な場に お い て展示され ,

-

般の 女性たちが それ らを見る こ とに よ っ て , 優秀と

される作品を模範的な もの と し て認識し, 女性の役割と し て の ｢手芸+ が奨励さ れて い っ た ｡

女性の 工芸制作が奨励す べ きもの と し て 端的に示さ れ て い る の は, ｢ 女子 工塾奨励禽+ の 設

立な ど にも表さ れて い る o 1894 (明治27) 年 2 月20 日 の 『女鑑』 第57 号の 記事に依れ ば
,

.
同会

は小野信夫と いう人物を中JL ､ に日本の女子の 工蛮を奨励振作する事を目的とし て設立され
, 吹

の ような趣意書が載せ られて い る ｡

｢女子 に 工蛮を授けて 各々 の 家計を助け又そ の 猿立を保ち建 て国家に益する の 急務+ で ある と
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し, 女子の 工垂製作の 目的を, ｢ 家+ と ｢ 国家+ に 帰するもの と位置づ ける｡ しか し, 続け て ,

現在の 状況 は見る に耐えな い もの で , 工垂教育が ｢上流+ に 偏向し ｢下流+ に は及ん で い な い

こ とを指摘 し, ｢ 女子 工垂の 奨励の最 も必要なる は賓に 一

般多数の 女子 に あり+ とする.

* 3 5

こ う した手芸 ･ 工芸品の 展示奨励会で は, 皇后 ･ 皇族女性 ｡ 華族女性を招き権威と正当性を

強調する と い う特徴が見られる｡ 先ほ ど扱 っ た ような直接的な ｢ 手芸+ の 奨励だけで な く, 皇

后らを媒介に した形で ｢ 手芸+ が奨励され て い る の で ある
｡ 例え ば, 189 3 ( 明治26) 年 3 月 の

『女鑑』 の 記事に よ れば, 大日本婦人会で は,
コ ロ ン ブ ス 大博覧会に出品 する た め

●

の 準備 期間

中, 2 月半ばに 芝離宮内に て作品を陳列した際, 皇后が20 日芝離宮を訪れ , 作品を見た こ と が

わか っ て い る｡

｢ こ た びの行幸もま た, 婦人 の 工垂を奨励給はむの大衡心に坐 します こ と, 申すも更な る御

事な る べ し ｡ 世の 女等, そ の 大御心 を体 し奉り て , 勤 め い そ し む こ と を な
, う ち忘 れ そ

よ｡ +
* 3 6

こ こ で は, 皇后が女性を中,L ､ とする グ ル
ー プ の 主催する 工垂品の 展示を見る こ と に よ っ て ,

皇后自身が ｢ 手芸+ をせ ずと も, 女性によ る工芸 ･ ｢手芸+ を奨励し て い る こ とが 明確に示さ

れて い る｡ 皇后をは じめ と し て 国民と し て の女性モ デ ル を作り上 げる こ と に よ っ て , 階級構造

を利用し, 間接的に ｢手芸+ を奨励す るもの と な っ て い る の で ある｡

実際に は皇后に よる子供用 の被服製作な ど の記事が女性向けメ

ー

デ ィ ア に は多い の だ が,
こ の

ような例は雑誌メ デ ィ ア の みな らず, 時代は遡 るが, 次にあげる共立女子職業学校設立の 趣意

書の ような公的な文書に も見る こ とが で きる｡

明治19 年 4 月 に出さ れた 共立女子職業学校設立 の 趣意書は , 次の よう な内容に な っ て い

る ｡

* 3 7

現在の 我国の婦女の有様を見ると, 父兄良人 に頼り, 衣食を仰ぐの みと な っ て おり, 自 ら生

業を営む こ とが で きる の は甚だ しく少な い ｡ 父兄良人に 不幸が あ っ た場合には, たちまち身を

処すると こ ろを失い
, 貧苦に陥り, い たず らに人を恨み, 世を嘆い て 何 をす べ きかを知らず に

い る もの が あり, そ の痛ま しさ は言い ようが な い ｡ こ の ような状態 にな っ て しまう理由を察す

る に , 女子 の教育が い ま だ普遍化せず, 実業を授ける教育が な されて い な い た め で ある ｡

近ごろ は女畢校の設置が少なくな い が, そ こ で教え られ る学科は, 閑雅優美で あ っ たり, 高

尚深遠で あるな ど, 実業に は疎く 日用に適して は い な い た め に, い たづ らに小学校以上 の 学校

教育は, 専 ら中人以上 の 子弟に行われ , 広く世の 女子 に及 ぼすま で に は至 っ て い な い ｡ 私た ち

は これを切に憂い
, 同志 の者たちで 計画 し, 女子 の職業学校を設け女子 に適する諸職業を授け,

あわせ て修身, 和漢文, 英語, 習字, 算術の ような日用必需の学科を教授 しよう､とする｡

しか し, 世の 人の 中に は職業と い え ば購し い業と し て嫌う人もあるが, それ は大きな誤り で

ある｡ 分か りやす い例をあげるな らば,

｢音より天子后妃の 専 きを以 て , 御みづ か ら農桑の業をと らせ られ しは, 和漢の歴史に 昭々 た

り, 近くは, 我が皇太后, 皇后の 雨宮に は, 毎年宮中に於て養葦の業を執らせ たまふ にあ らず

や, か かれば, 此等の 女功 は決し て 膿しき業にあ らず, 香, 之を婦女の本分と こ そ い は め, い

か で か之 を膿しむ る こ とを得 べ き+

- 12
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世間の 女子 を持 っ 人たち は, よく考え て, 実業の 教育を女子 に授ける よう切に望 む｡

共立女子職業学校は, 女子の 実業教育こ そを教育の 根幹と し, 手芸教育を授ける こ と に よ っ

て女性が職業を持 っ こ とを望む立場をと る職業教育校と し て成立 した｡ に も関わ らず, 実際に

は,
こ の後, 実業と し て の 手仕事で はなく, 中流以上 の子女が通う近代的な手芸を教え る学校

に な っ て い く｡ 注意す べ き点は, こ の趣意書にある よう に手芸全体を代表する ような形で ｢ 皇

后の 養蚕+ を引き合い に出し, 手芸的行為を ｢養蚕+ で 一 括しようとする点で ある. 共立 の 設

立趣意書だ けで なく, ｢手芸+ ｢手工+ の 中に養蚕ま で も含ん で 捉え ようとする資料は, 他に も

見る こ とが で きる ｡ こうした手芸の シ ン ボ ル と し て の ｢養蚕+ と いう考え方は, 日本近代を通

じ て見られ, 特に行為の主体が ｢ 皇后+ の場合 ｢ 手芸+ 奨励の有効なデ ィ ス ク
-

ル と な る傾向

が見られ る｡

こ こ で は皇后が養蚕をする意味づ けが, 女性が手芸をする行為の 意味づ け と深く関わ ると考

える ため, 簡単に皇后の養蚕に つ い て , そ の 意味を説明する ｡

こ れま で , 皇后の 養蚕の解釈とし て , 産業奨励と宮中祭紀の 2 点を目的と して い ると いうデ ィ

ス ク
-

ル が 一 般的で あ っ た o

* 3 8
しか し直接, 女性に 向けて 示され た モ デ ル と して の 皇后像を

見る場合, 必ず しも以上 の 2 つ は考慮され て おらず, むしろ こ れ と は別の 第3 の意味づ けが強

い こ とがわかる｡

｢ 皇后の養蚕+ の 第3 の意味と は ｢ 母役割+ そ の もの で あり, 養蚕は育児の メ タ フ ァ
ー と し

て 捉え られ て きた ｡ 蚕は ｢子+ と見なされ , 養蚕は育児と見なさ れる｡ 女性は養蚕と い う行為

を通 し て育児に必要な徳と技術を学ぶ
｡

つ まり, 養蚕は出産 ･ 育児の シ ュ ミ レ
ー

シ ョ ン で あり,

皇后が養蚕をする こ と に よ っ て産業の 奨励以上 に , 母と なり育児をする こ とが奨励され て い る

の で ある ｡

こう した ｢母+ ,
い わゆ る ｢賢母+ の 論理 に つ い て 奥武則氏は, 近代の 発明品で あ ると し て

い る ｡

* 3 9
国民国家を担う ベ き< 均 - な国民> を生むため の 学校教育の シ ス テ ム の 補完的役割

と し て , 家庭教育が重視され, そ の主要な担い手と して近代と ともに誕生したとす る｡

一 般に 賢母と対に用い られる良妻, 両者を合わせ て良妻賢母主義と い うわ けだが, こ れ を近

代日本に特有の 家族国家観と関連づ8j
･

, 日本的特殊性を伴うイ デオ ロ ギ ー

と見なす例が こ れま

で多く見られた ｡ しか し, 小山静子氏が指摘するよう に, ｢ そ の 日本的特殊性, 前近代性を強

調する より む しろ, それを公教育の定着に伴う家庭の 教育の 『近代化』 が要請したもの と し て

と らえ る ベ きで あろう+ ｡

* 4 0

つ まり, ｢ 賢母の論理+ は, 日本的前近代性を持ち っ つ も, 近代国民国家形成に不 可欠 とさ

れた論理 で あり, 明治30 年代以降の学校教育シ ス テ ム の 外で , しか しそれ と平行し て 体系化さ

れた と言える ｡

さ らに, 近代日本に おける皇后の 位置づ けと し て 重要な の は, 天皇の妻と して の役割で あり,

対外的に 一 夫 一

婦制を示す必要性の高か っ た当時の 日本に於て , 模範的な ｢ ホ ー ム+ を形成 し

て い く こ とは国家の 急務で あり, 天皇皇后に よ っ て そ の モ デ ル が示された ｡ こ の 模範的 ｢ ホ ー

ム+ は, 国家が奨励する様々 な価値を, 文化面に お い て具現化する役割を担 っ て きた ｡ 皇后に

よ っ て 奨励され る ｢ 手芸+ と は, まさ に そ の 一 貫で あると い え よう｡
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こ れ ま で 見て きた よう に ｢ 手芸+ は, 広義の 意味を持 っ 場合に は実生活に 必要とされ る技術

を指すが, 近代的 ｢ 手芸+ は, そ れ を通 し て 得られ る徳が強調 され て きた｡ 最終的な目的が 徳

の獲得に あ るか らこ そ , 技術面 で は高度な こ と は要求されず, 簡易性と わずか な創造性が 必要

とされ た ｡ こ の 創造性と は, 生活を豊 か に装飾し,
JL ､地よ い ｢ ホ ー ム+ を維持する た め の 創造

性で あり, そ し て ｢子産み+ と ｢ 子育て+ と い う創造に費や さ れ るもの であ っ た｡

各種の 奨励会を通 じ て , 国家的規模で ｢手芸+ が奨励され る背景に は, 近代日本が必要 と し

た女性役割が ある ｡ 産業的意味にお い て は, 期待され て い な い はずの 中産階級以上の 女性 た ち

が , ひ たすらに 国家の制度内で ｢ 手芸+ を学ぶ よう奨励され て い くの は, 制作さ れた モ ノ の 価

値が認め られ たか ら で はなく, ｢ 手芸+ を通 し て 国家に必要とさ れ た女性役割を学ぶ た め だ と

言える
｡

結論と し て ｢ 手芸+ が近代日本に お い て 持 っ た重要性は次の 2 点にある と い え る ｡

第 一 に ｢ 手芸+ は, そ の行為を通 し て得られ る徳 (婦徳) の 滴養の ため に必要とさ れ , 家庭の

管理 つ まり, 快適 な家庭生活を維持する ｢妻+ の 役割を学習す る手段で あ る｡ 第二 に ｢ 手芸+

は, 単純な創造の プ ロ セ ス を繰り返す こ と に よ っ て , 国家に必要とされ る人間を産み育て る こ

と, つ まり ｢ 出産 ･ 育児+ を象徴的にあらわ し, そ の シ ュ ミ レ
ー

シ ョ ン と し て の 機能を持 っ ｡

また, 当然の こ とな が ら ｢ 手芸+ と い う行為が ｢良き妻+ ｢ 良き母+ の 象徴と し て , 日本近代

を通 じ て機能し て い く こ と に な る｡

そ し て , こ の 2 つ の ｢ 手芸+ の 機能は, 次な る国民を生み育て る ｢ 場+ とし て の ｢家庭/ ホ ー

ム+ の 創造に不可欠なもの と し て , 家庭と いう場を守る べ き女性 に対し て の み, 奨励 され た の

だと い え る の で は な い だ ろうか ｡

*

1 本稿 は1 998 年2 月21 日 の 美術史学会束支部特別例会で の 口 頭発表 ｢明治国家に お け る女性役割と ｢手芸++

の 内容をま と め た もの で あ る｡

*

2 大日本百科事典, 小学館, S . 4 4

*

3 グ ラ ン ド現代百科事典, 学習研究社,
19 72

*

4 桜井映乙子 ｢近代学校成立期 に お ける手芸教育+ 『大学紀要』 第十 三 輯 , 和洋女子大学 ,
19 68 . S . 43 .

12 . 2 5 , p .51

*

5 飯塚信雄 『手芸 の 文化史』 文化出版局, 19 87 , p .7

*

6 前掲書, p .7

*

7 桜井映乙子, 前掲, p .51

*

8 前掲, p .52

*

9 学制第26 章 ( 文部省布達第1 3 号別冊, 1 8 72 年 8 月 2 日)
★

1 0 教育令第3 条 ( 太政官布告第4 0 号, 1 8 79 年 9 月29 日)

｢ 小学校 - 普通 ノ 教育 ヲ 児童 二 授ク ル 所 ニ シ テ 其学科 ヲ 読書習字算術地理歴史修身等 ノ 初歩 ト ス 土地 ノ 状

況 二 随 ヒ テ 罫画唱歌体操等 ヲ 加 へ 物理生理博物等 ノ 大意 ヲ 加 フ 殊 二 女子 ノ 為 ニ ハ 裁縫等 ノ 科ヲ 設ク へ シ+
*

11 高等女学校規程及説明 第1 条 (文部省令第 1 号,
1 8 95 年 1 月29 日)

｢ 高等女学校 ノ 学科目 ハ 修身, 国語, 外国語, 歴史,
地理, 数学, 理科, 家事, 裁縫, 習字, 図画, 音楽,

体操 ト ス 又随意科目 ト シ テ 教育, 漢文, 手芸 ノ
ー

科目若ク ハ 数科目 ヲ加 フ ル コ ト ヲ 得+

同規程 第6 条 9 . 裁縫 ｢運針法縫方裁方緒方 ヲ 授 ク 裁縫 ヲ授 ク ル ニ ハ 実用 ヲ 旨ト シ其 ノ 技能 二 熟達 セ

シ ム へ シ+

同16 . 手芸 ｢ 土地 ノ 情況 二 依 り女子 こ 適切 ナ ル 手芸 ヲ授 ク+
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1 2 佐藤道信 『< 日本美術> 誕生 近代 日本 の ｢ こ と ば+ と 戦略』 講談社,
199 6 , p .39

*

1 3 前掲書, p .5 5

*

1 4 『家庭雑誌』 は
, 総合的な家庭雑誌 で あ り, 主筆 は徳富蘇峰○ 『家庭碓誌』 の 題名 を 持 っ 雑誌 は 4 誌 あ

る が
･ 堺利彦編集 ( M 3 6 ･ 4 創刊) と本誌 と が著名 で あ るo 家庭改革 の 必要性,

そ の 方法 を読者 と 共 に 講

究す る こ とが 特徴と なるo 実用的な家政 ｡ 科学記事 を主 と し
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*
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･
そ の 発刊 の 趣旨に は, ｢ 女鑑は貞操節義な る 日本女子 の 特性 を 啓発

し, 以て 世 の 良妻賢母 た る も の を養成す るを 主旨とす+ と あり, 当時 は ｢女大学主義 の 雑誌+ と して 中 ･
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(『近代婦人雑誌目次総覧』 大空社 より)
串
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*
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*
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*
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*
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*

26 こ の 文章は ｢梶 田錠次郎+ と い う 名で 書 か れ て い る が
, 先 に 引用 した ｢梶田半音+ と同
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*
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*
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3 0 前掲, p .7 3

*

31 前掲, p .73

*

32 前掲, p .74

*

33 前掲, p .75

*

34 前掲, p .77

*
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*

36 ｢ 皇后陛下 の 御株+
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*
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, 『共立女子学園の10 0 年』共立女子学園百年史編第委

員会,
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3 8 皇后の 養蚕 に 関 して 言及する 論文 は極 め て 少な い ｡ そ の 中で も明確 に 産業奨励 と宮中祭紀を例 に あげ
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近代』 鶴見和子他監修, 藤原書店, 19 95
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l
教育 に おける 『母』 の 発見+ 『規範 と し て の 文化
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文化統合 の 近代史』

平凡社,
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同 ｢ 良妻賢母主義 の 繁明+ 『女性学年報』 7
,
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