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本論文 の 目的は ､
近代日本における住居空間の社会的形成過程 を ､

｢ 言説｣ の 作用 に焦点をあ

て て 明 らかにす る こ とにある ｡ 住居と いう空間は ､ 生活する身体の 根拠地 で あ ると同時に
､ 家

族 と呼 ばれて きた関係の容器と して も ､
また社会関係 の 物質的な基盤と し て も重要な領域を形

っく っ て い る｡
そ こ に孝まれて い る 問題を明らかに し､ そ の 再編成 の 可能性 と条件を描きだす

ために
､
形成史に遡る歴史社会学的な研究が要請される

｡

第 1 章で は
､ 住居空間と いう対象 -

､ 意匠や 工学の 立場からで はなく ､ 社会学の 立場か らア プ

ロ
ー

チするため の 基礎的な視角を示 し
､ 研究 の意義と方法論的な立場を明 らかに しT=

｡ それは

居住す る身体を軸と し つ つ
､
自然と社会 の臨界 に位置する マ テリア ル な過程 ､

身体の複数性と

そ の相互交渉が あらわ になるミク ロ な社会過程 ､
そ して 産業や市場や政策 など マ ク ロ 社会的な

構造編成 の過程 ､
と い う三 つ の 局面 で住居空間を捉 えると いうもの で あるo

まず､
文化研究の

対象と して 大きな魅力をも っ た題材 で あるはず の住居空間が 日本の社会学 で は ほとん ど研究さ

れて こ なか っ た背景を ､
日本の社会学的文化研究 ( 受容) のなかに潜む偏向に求めた

o
そ して ､

メ ディ ア 研究における家庭空間 - の接近 ､
マ テ

~
リ ア ル

･ か レチ ャ
ー 研究にお け る商品化 の再検

討 ､
フ ェ ミ ニ ズ ム研究にお けるテ ク ノ ロ ジ

ー 批判と い っ た近年の 英語圏にお ける議論 の 蓄積を

概観 し ､
そ の なかに本論文を位置 づ けた

｡

本論文 で は
､

モ ノ を作り上げるテク ノ ロ ジ
ー

そ の もの とい うより は､
それ に関わる言説 の 展開

に着目するo
こ の こ とは ､ 実際 の 住宅や経験 の ｢ 代理｣ と して 言説を用 い ると い う以上 の意味

を持 っ て い る
｡

言説か / 現実か ､ と い う二分法 で は なく ､
言説が 生み出され､ 流通 し

､
読解さ

れ ､ 引用され る こ と ､ それぞれが社会的現実を形作ると考えるo
こ の とき ､

｢ 居住者｣ に向けら-

れた言説と供給者 の 内部で流通する言説を分ける必然性はない
o

また
､
言説 の ｢ 内容｣ もさる こ とながら､

さま ざまな主体による住居の ｢ 言説化｣ と い うダイ

ナミ ッ ク な実践に照準 しなければならない
｡ 具体的には ､

日本にお い て 住居言説がは じめて 大

量に出現する 1 9 1 0 年代か ら､
近代的住居空間の成熟が急激に進ん だ 1 94 0 年代ま で に

､ ①家政

学と生活改良運動 (啓蒙 ･ 教育) ､ ②都市住宅政策 と住宅調査 (調査 t 計画) ､ ③広義の住宅産

莱 (商品化 ･ 消費) ､
と いう三 つ の領域にあらわれた住居言説を資料とした

o
2 - 4 章 の記述は ､

① - ③の領域に沿 っ て構成されて い る
｡

第 2 葦で扱 っ た の は ､
1 9 20 年代に ､ 文部省や内務省 の 主導で都市にお い て 開始され ＼ 農村部

- と拡大され て い っ た生活改良 (改善) 運動を中心 とする言説で あ る
ロ

大正期 の都市中間層向

けメディ ア に広く現れ た ｢ 文化生 軌 と い うイメ
ー ジ の核に文化住宅が存在 したように ､ 住生

活は生活改良の 中心的な課題 で あ っ た
o 次第にそ の対象は拡大され ､ 都市住宅政策が 実行に移

され るとともに ､ 農村でも､
｢ 住｣ 領域の確立と いう課題が

､ 家庭生活と い う新 し い儀礼 の形成

を伴いながら､
1 9 3 0 年代には台所と寝室 の改善を中心 に運動化された ｡

こう した動き の なか で ､

｢危機｣ ｢ 改良｣ とい う論理 のもと で実行され ようと した の は ､ 住居空間それ自体の発見と形成

で ある ｡ それ ら の言説は
､

核家族が 形成する住居を ｢家庭｣ の 同義語と し て設定 し､ 改良の 実
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行者と して ､
｢ 主婦｣ の 責務を挙げた

｡
また ､ 生活様式の 選択が ｢ 文化｣ ｢ 文明｣ の条件と し て

捉えられ ､ 身体の振 る舞い が
､

日本社会における階層構成の なか で の 自己 の位置付けとともに､

世界 の なか で の 国家の位置付けをめぐる議論に接続されて い た
o

第 3 章の 主題 政 戦時期から戦後に至 る都市住宅調査､ 住宅政策を主導 した論理 と方法 で ある
o

住宅調査はそれ自体と して 何らか の 主張を展開するも の で はな い が
､

それ らが どの ような主題

で実施され ､
どの ようなサ ン プ ル が選ばれ ､ 何が記録され ､ 計測され たか ､

と い うそれ ぞれの

局面にお い て住居言説と して の実質を持 つ
o

家族 の 生活を ､ 家計調査が金銭と商品 の動きから

把握 したように
､ 住宅調査は身体と空間を通 して把握 しようと し た

o 限界的な居住から 一 般的

なそれ - と次第 に対象を拡大されなが ら住宅と い う調査対象が定ま り ､ 計画と供給 の 方法が模

索される
｡

そ の なか でも､
1 9 3 0 年代か ら西 山が 実行 した都市住宅の ｢ 住み方研究｣ は ､ 他を圧

倒す る内容 を持 っ て い る
D

また
､ 彼は同時代にお い て 最も包括的に住宅政策 の 構想を描 い た人

物で もあ っ た
｡ 戦時期には盛ん に ｢ 国民住宅｣ 論が闘わされたが

､
西山は独特 の総合的 ･ 佑瞭

的な位置を占め る こ とが できたo
こう した調査 ･ 立案活動は ＼ 住居 を労働力 の 再生産 と い う視

点から抽象化する こ とによ っ て 可能とな っ たもの である
ロ

第 4 章で は ､
1 9 3 0 年代前半を中心 に建築家団体や鉄道会社に よ っ て 盛んに行われ た住宅設計

競技 と住宅展覧会 ､ 婦人雑誌 の 住宅関連記事 ､ 同潤会によ る労働者向け住宅供給事業な どを辛

がか りに ､ 住宅 を商品化す る産業と
､ 住宅を消費す る態度 の形成に つ い て論 じたo そ こ か ら明

らか にな っ た の は ､ 住宅と い う特異な商品を成り立たせ る ､ 政治 ･ 経済 ･ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が

重層的にからんだ構造が確立 し つ つ あ っ た状況 である
o

こ の構造 の こ とを ､
｢ 近代嘩居空間｣ と

名付けた
｡

こ の ｢ 近代住居空間｣ と いう視点から見れば､
1 9 45 年 の敗戦と い う断絶はそれ ほ ど大きなも

の で はな い
.

1 9 2 0 年代に提出され たブ ル ジ ョ ア的家庭生活の 理想は戦後を生 きなが らえ
､

それ

が多く の 人 々 にと っ て 手 の届くもの とな っ た の は 1 9 7 0 年代 で あ っ た｡ それま で の数十年間は､

｢ 現実｣ を ｢ 理想｣ に近づける こ とに多大な エ ネ ル ギ
ー

が注がれた の で あり ､
｢ 理想｣ そ のもの

が問い直される こ とはまれで あ っ た
D

第 5 章で は ､ 結論部と して ､ 近代住居空間の社会的な条件と
､

そ の効果に つ い て論 じたo

住居言説 の なか で ､ 住居は ｢抽象的｣ な空間と して 把握された
o

. そ の論理 を直裁な形 で体現 し

た の が戦時期にお ける西山の調査 欄 想群 で あるo
それらは ､ 住居と い う概念によ っ て

､
大邸

宅からス ラ ム ま で を抽象 しなければなされえない作業で あ っ た
o

一 方で住居は言説の なか で ｢ 親

密性｣ をも っ て あらわれる
｡

居住者 の 内面が
､ 住居やそ こ に配置 される モ ノ に投影され ､

また

内面が
､

それらから説明される ロ 住居は､ そ の なか で居住者同士が親密な関係を結ぶ場 である

と同時に ､
それ自体､

居住者と親密な関係を結ぶ
o

こう し た住居と居住者 ､ そ し て住居と言説 の強い結び つ きは ､ 住居 の形成に関わ る実践 一

私

的空間 - の金銭 と感情 の投資 - が
､

近代化そ の もの と深 い関わり を持 っ て い る こ とに由来す

る ｡ 言説の 展開の なか で注目す べ き は ､ 住宅 の意匠もさる こ とながら､
そう し た意匠が 競い合
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ゎれ
､

比較の視線 にさらされ ､
｢ 良い住宅｣ を めぐる論争 の場が成立すると い う事態 で ある

o
そ

の ｢ 内容｣ (意匠) は どうで あれ､ 論争と いう ｢形式｣ そ の もの は
､
大正期か ら戦後ま で絶える

ことが なか っ た
｡

建築専門家は論争す る こ と で住産業 の なか に自らの位置を定めようと した
o

調査 と改良案の 提示 は
､ 労働者 の 身体 の馴致を通 じて都市空間の セ キ ュ リテ ィ を確曝するため

の住宅政策 の模索と軌を
⊥

′

に して い た
ロ ､

ただ し ､
こ の ような論争的な場に参入 して い た の は専門家だけで はな い

｡
消費者もまた

､
こ れ

に深く 関与して い る
｡

体験記 の 投稿 ､ 素人設計競技 へ の応募､
そ して 手引書や体験記を読み ､

展覧会 を観る こ とそ れぞれが
､

こ の 場 - の 参加 で ある
o

さらに､ 住宅取得に関わる経済的
■
実践

と美学的実践が織り合わ されたプ ロ セ ス は ､
｢ 友愛家族｣ の イデオ ロ ギ

ー

によ っ て 促進される
o

そ して
､

細書阿 入り組んだ ｢ 消費｣ の過程は ､
それ自体､ 家族関係 の 内実を ｢ 生産｣ す る実践

で もある
｡

こう した論争と交渉 の前提にある の は
､ 現状に対する絶え間ない違和感と際限の な

い 改良 ( - 形成) - の指向で ある｡

以上 の 考察をふま え て ､
｢ 近代家族｣ の特徴と して

､

｢ 闘 住宅の所有を志向する｣ と いう点を

付け加 える こ と を提唱 し た o 家族と いう集団の 形態 欄 係 にお ける特徴だけで なく ､ 貨幣を媒

介と した生活 の把握と計画化と いう技術的な特徴 を考えた 場合､ 長期にわたる家庭の 再帰的運

営と コ ス ト感覚を錬磨する上 で
､ 住居費は重要な戦略目標 となるQ

近代住宅 と近代家族は ､ 互

い に他を前提とす る関係にある｡

こ こ で重要な の は ､ 住居の改良に関わ る言説の なか で 臥 技術的なもの が単に技術的なも の と

して 現れp 8 だけで な く ､

｢ 美的なもの｣ ｢ 道徳的なもの｣ ｢ 能率的なもの｣ が不可分な形 で 登場す

ると い う こ と で ある ｡ 合理性の名の 下 に目指された の が道徳 で あり
､
道徳の名 の 下に追求され

た の が 合理性で あ り ､ 合理性 の名の 下に滴表された の が ある種の 美的感覚 で ある､
と い うよう

な自家撞着的な循環 こそが ､ 改良言説 の原動力にな っ て い るo

住居形成 の前提にな っ て い るの は現状に対する欠如 の意識で ある
o

ただ し
､

それは近代住居空

間の 内部で の 相対的剥奪感 で ある限り ､
｢ 技術的回避｣ (t e ch n olo

t
d c al fl X) によ っ て 当面の解決を

与えられ る
｡

エ ネ ル ギ
ー 供給 ､ 家電製品

､
衛生設備 ､

遮音 ､
採光､

セ キ ュ リテ ィ ､
イ ンテ リ ア ､

エ ク ス テ リ ア と い っ た技術 の 断片化 と精練化を通 じて ､ 近代住居空間の 量的規模や成立可能性

が拡大され て きた ｡ 欠如 の認識と充足を繰り返す こ とは ､ 近代住居空間 - の より深 い 定着を意

味する｡
そ の こ とがもた らす負の効果臥 しだい に明白となり つ つ あるo

で は ､
近代住居空間を技術的回避によ っ て 再生産する の で はなく ､

｢再編成｣ するとは ､
どの

ような こ とだろうか
｡

構想す べ き新 し い テク ノ ロ ジ ー

は ､ 単なる形態の モ デ′レチ ェ ン ジ で はな

い
｡ 住居言説 の歴史社会学的検討が 教える のi･ま､ 住宅単体 の改変が問題の解決をもた らすと い

ぅ､ 多くの専門家､
消費者を虜に して きた発想 こ そ が ｢ 技術的回避｣ を呼び込む

､
と いう厄介

な構図 で ある
｡

性急な解決 を求める前に必要なの は ､
こう した慣習か ら距離を置 い て 住居空間

を作り 上げる テ ク ノ ロ ジ ー を解読す る試み で あるロ 本論文が 目指 し た ｢歴史社会学｣ とは ､
そ

の 距離と自由を確保す るため の方法に他ならな い
o
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