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豊 田真穂氏提出 の 課程博 士論文 ｢ ア メ リカ 占領下 の 日本 にお ける女性労働改革
一 女性保

護 と男女平等 をめ ぐ っ て
-

｣ は ､ 第 二 次世界大戦後 の 凍国 に よる月 本 占領下 で 実施 された

女性 労働改革 に焦点 をあ て た極 めて 実証性 の 高い 論文 で あり
.

､ そ の 分量は 4 0 0 字藷め原稿

用紙 に換廃す ると ､ 本文 で 7 0 0 枚 ､ 資料編も入れると
､

8 8 6 枚 に達す る力作 で ある ｡

なか で も ､ 本論文が注 目する の は
､ 占領改革 の 結果 ､ 労働基準法 の 中に ｢ 同

一 労働同
一

賃金｣ の 原則 が明記 され るな ど
､ 男女平等 を促進す る改革 が実施され る

一 方 で ､ 深夜業 の

禁止 な ど女性保護 の 条項も挿入 されたo そ の 結果 ､

- 1 9 9 8 年 に 労働基準法が 改正 され､ 深

夜業禁止 a) 条項が 除去 され る ま で
､ 女性が鉄道 の 運転手な どに就労する こ と は で きな い状

態が続 い て きた と い う矛 盾 で ある｡

そ 土で ､ 本論文は ､ なぜ 占領下 の 女性労働嘆革 にお い て 平等 と保護 と い う 一

見 矛盾す る

政策が採用され る こ と に な っ た の か と い う ､ 現在 の 日本 にお ける ジ ェ ン ダ ー

関係 にも つ な

が る根本的 な疑問を設定 し
､

それ を様 々 な側面 か ら総合的 に解 明 し ようと し て い る｡
そ の

際 ､
本論文 は ､ 日米双 方の 1 次史料 を精力的に収集 し

､ 極め七実証度 の 高 い論文 に仕上 げ

て い る ｡ 例え ば
､
アメ リ_カ側 で は占領軍 の G■H Q 文書 ､ 占領改革に関わ っ た 個人文書な ど､

日本側 で は 国立公文書館所蔵 の 労働省 関係資料や法政大学大原社会問題研究所所蔵 の 労働

組合資料な どで ある ｡

そ の 上 で
､

こ の 課題 を解 明する た めに
､ 労働基準法 の 制定 ､ 労働省婦人少年局 の 設置 ､

労働組合婦人部 の活動 と い う三側面 ､
すなわち

､
女性労働改革 に関わ る法律 ､ 行政機関 ､

労働 運動 の 3 側面に 注目 し
､ 総合 的に改革 の性格 を検討 しようと して い る｡

また
､

方法論

にお い て は ､
占 ロ ン ビ ア 大学 の 著名 な女性 労働 史家で ある ア リ ス ･ ケ ス ラ

ー
- ハ リ ス が提

起 し て い る女性 の 労働権に 関わ る ｢ 経済的市民 権｣ 概念 を導入す る こ と に よ っ て
､

女性保

護 が実際上 ､ 女性 の 就労権 を制限する機能を果た し て きた 点に 着目 して い る
o

こ の 女性労働 改革 に 関す る従来 の研究 は
､ 占領下 の 女性参政権 の 実現な どに象徴され る

女性 の 政治的解放に つ い七は か なり の研究が あるもの の
､ 労働改革に つ い て は克行研究が

少ない状況に あ っ た ｡ それ でも 1 9 7 0 年代以隆の 女性史研 究 の 興隆 の 影響を受 けて
､ 幾 つ

か の 研究が で て きた が
､ 多くは ､

ハ ー グァ
-

ド大の ス
ー ザ ン ･ フ ァ

ー

が提起 した G H Q の

女性 ス タ ッ フ と 日本 人女性 の 間に 女性解放政策をめ ぐる
一

種 の ｢ 政策同盟｣ の 存在を前提

と し
､

画期的な改革が 実施 されたと評価 してきた ｡

それ に対 して ､
こ の 論文 で は ､ 女性労働改革に関与 した 主体は も っ と多様 であり ､

｢ 政

策固 執 と 呼ぶ ほ ど の
一

体性 は なか っ たと主張す るo たとえば ､
G H Q 側

.
で は 女性は 中下

層の ス タ ッ フ に限られ ､
上層 の 幹部は男性 で あり ､ そ の 間にも女性労働改革をめぐ っ て意

見の 相違が あ っ た こ と ､ ま た
､
日本側 の 女性と い っ 七も ､ 労働省 の 官僚 と女性 運動指導者 ､

ェ

般女性労働者 の 間に も意見 の ズ レ が存在 したと し て
､ 多様 な主体 の 相互連 関に注目する

と こ ろに本論文 の 特徴 が ある ｡

以上 の 問題設 定に基づ い て ､ 本論文は つ ぎの 構成 に従 っ て論証 を進 めて い る ｡

ま ず ､ 序章 で 上記 の 問題設 定をお こ な っ た 上 で ､ 第 1 章 で は
､

｢ 日米女性 労働保護の 歴
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史｣ と題 し て
､ 占領改革 の 前提 となる 日米双方 にお け る女性 労働保護 の 伝統が対比 的に説

明さ れ て い るら こ こ で は ､
1 9 4 0 年代 の 米国に お ける女性達動自体が 女性 o) 役画伯 家庭 に

ありと 考え て ､ 女性保護を主張す る傾 向と憲法 へ の 男女平等条項 明記 を求め る平等志向と

の競合状態 と い う過渡期に あ っ た こ とが明 らか にされ て い る
｡

また ､ 戦前 の 日本 の 場合 は
､

女性 労働者 が低賃金 で 劣悪な労働条件 にお か れ づ つ も ､ 戦前から家制度と の 関連 で 女性労

働保護 の 長 い 伝統が あり
､

生理休暇 な ど日本独特 の 骨贋が 定着して い た が
､

■
戦中には戦時

動員 の た めそ の 保護 が有名 無実化 して い た こ とが 指挿され て い る｡

卿 ､ で
､ 第 2 章は ｢ 占領 下女性労働 改革 の節操｣ と題さ れ

､
米国側 の 対日 占領政策 の 立

案 と 1 9 4 6 年 2 月 に 来 日 した 労働諮問委員会 の 勧告 とそ こ にお ける - レ ン ･

ミア - ズ の役

割 な どを分析す ると とも に
､ 女性労働 改革 に関わ っ た G H Q ス タ ッ フ の 経歴も紹介 され て

い ろo 次い で ｢ 労働基準法 にお け る女性保護と平等｣ と題 され た 第 3 章 で は
′

､ 労働基準法

の 制定過程が詳 しく検討 され
､

｢ 同
一

労働 同 一

賃金｣ と い う男女平等条項か ソ連からの ｢ 外･

圧｣ な どの あ っ て 盛り 込 まれ る
一 方 で ､ 生垣休暇条項に つ い て は G H Q 側が当初は反対 し

年が ら
､

日本側 の 強 い要求 に押され て 受け入れ て い っ た過程 が明 らか にされ て い る
｡

こ の

G H Q 側 の 態度 は女性 し か とれ な い 生理休暇が 男女平等原則 に矛 盾する と考えた から で あ

っ た が
､

一 般女性保護
■
の 性格をも つ 女性 の 深夜業禁止 に つ い て は G H Q は当初か ら推進す

ると い う矛 盾 した姿勢 をしめ した こ とが 指摘 され て い る｡
.

｢ 労働省婦 人 少年局 の 設立｣ と題 し た第 4 章 で は ､ そ れ が 1 9 2 0 年 の 米 国 で女性保護 の

観点か ら設置された婦人局 の 影響 で設置され た こ と ､ 日本 の場合 も､ 女性 を少年 と同 じく

｢ 弱 い｣ 存在と見な し て
､ そ の 保護 の た め に設置 した点 で は G H Q と 日本 の 官僚 の 間に一

致が あ っ た と分析 し て い るo 次 い で第 5 章は ｢ 労働組合婦人部 と女性労働者｣ と題 され ､
1 9 4 8

年 1 月 に 出された G H Q 経済科学局労働課 の ｢ ス タ ン ダ ー 声明｣ が従来 の 日本にお け る通

説が主張す るような婦人部解体指令で は なく ､ 組合内 の 男女平等 の 観点か らす る婦人 部の

二 重投票権 の 是正 指令 で あ っ た と い う評価 が示 され て い る｡

最後 に ､ 終章にお い て は
､

G H
-

Q が 女性 労働 改革 にお い て ｢ 同
一

労働同
一

賃金｣ と い う

平等原則 を推進 しなが ら､ 女性 の 深夜労働禁止 と い う. 女性保護を主張 した 矛盾 に つ い て
､

そ れ が 1 9 4 0 年代 の 米車国の 女性 労働 をめ ぐる保護論 と平等論 の 競合と い う過渡的な性格

の 反映とす る見解が示 され て い るo また
､ 串領改革 が め ざ した 女性労働保護は戦時下で 劣

悪 な条件 に な っ て い た 日本の 女性労働 を ｢ 近代化｣ する意味 をも っ た こ とや米国側か らす

る と女性 の 劣悪な労働条件に支 えられ た 日本の 軍国主義 の 基盤 を 一 掃す る
.
｢ 非軍事化｣ 政

策の 狙 い も込 め
_
られて い たと し て

､ 女性保護 の意味 を複眼的 に と らえで い るo
つ ま り

､
こ

の 論 文で は 女性 労働保護政策に
一 定の 歴史的な意味を認め なが ら

､
同 時に ､

_
女性 の 職域 を

狭 め
､ 女性 の 経済的市民権を制限す る こ とに な っ た 点も厳 しく批判 して い る｡ それ は

､ 女

性 の 鉄道運転手が戦争直後期まで は存在 した の に
R

､ 労働基準法に 女性 の深夜業禁ヰが盛り

込 まれ た結果 ､ 以後半世紀間も禁止 され る こ と に な っ た と い う事実が こ の 矛 盾 を象徴 して

い る と指摘 して結び と し て い る ｡

以上 の ように ､
一本論 文は

､
G H Q に よる 日本の 占領下 で行われた 女性労働改革にお い て

男女平等 の促進 と女性保護と い う
一

見矛盾 した改革が行われた の は何故 か と い う大き な間

を立 て ､ そ れ を 日米 にお ける フ ェ ミ ニ ズ ム 思想 の 展開を比 較 しなが ら考察す ると い うそ の

構想力 の 大きさに お い て 高く評価 で き る｡ とく に ､ 占領期 を日米の ｢ 異なる ジ ェ ン ダ ー 観
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が 出会 い
､ 葛藤 した場｣ と位置 づ け ､ 生理休暇 の ように 日本独特 な習慣 に対 して

､ 当初 ､

G H Q の 担当者 は男女平等原則 に反す る と して 廃止 を主張 しなが ら ､ 日本側 の 強い 要求 を

受 け入 れ て
､ 最終的 に は存続 を認 め た こ とが 示す ように ､ 占領 改革 は単純 な ｢ 押 し つ け｣

で なく ､ 日米合作 の 面も あ っ た点を解明 した意義は大き い
｡

さらに
､

日米双 方甲豊富な 1

次史料を 丹念 に収集 した り ､ 関係者 - の 聞き取り調査を行 づ た 上 で ､ 丹念 に 史料を読み込

み ､ 先行研究 の 解釈 と の 違 い を明確 にして い っ
_
た努力も高く

′
評価 でき よう｡

勿論 ､
本論文 にも残 され た 課題は あ るo

ノ
例 えば ､ 分析 の 焦点が G H Q や 日本政府 の 政策

決定過程に あるた めこ 女性労働者 の 生活や意議の 実態分析が部分的に と どま っ て い る点 ､

G H Q 内部で の 政策決定 ､
とく に男性幹部 と女性 の 中下層 ス タ ッ フ と の 意見対立 の 詞塵過

程 が ､ G H Q 文書 の 断片性 など の た め
､

実証 しき れ て い ない 点 ､
G H Q が婦人 部解体指令

を由して い た か どうか の 論証が G H Q
.
の 女性労働 問題担当者 の 動向 だけか ら分析され ､

し＼

わ ゆる ｢ 逆 コ
ー ス ｣ に よる労働運動 の 再編 と い う より大き な文脈 で検討す る課題が残 され

て い る点 ､ さら に
､

G H Q の 多く の 白人 ス タ ッ フ側 がも っ て いたと推測 され る 人種偏見や

｢ 文明化 の 使命感｣ と い っ た認識枠組み の 問題 か らの 分析が 当面除外 され て い る点 ､ など

がそ れ で あ る
｡

しか し ､
こ れ らの 課題 は

､
占領 下 の 女性労働改革 に関わ る 日米 間 の 政策交渉と決定過程

を主 要な研究対象とす る本論文 の性格 か らすれ ば
､ 補足的 な問題点 で もあ り

､
本論文 の基

本的 な価値 を低 め るもの で は ない
｡

し
~
た が っ て

､ 本審査委員会は博士 ( 学術) の 学位 を授

与す るに ふ さわ し い もの と認 定す る ｡
1
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