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近代 にお ける 園芸領域 へ の 団 らん の 浸 透
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How 　the　Notion　of
“
且appy 　Circle

”

Came 　into　the　Horticulture　Domain　during

　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Meiji　Era

一 From 　an 　Analysis　of 　Jogakuzasshi 　and 　Horticulture　Documents一

Kanae　MlzusHIMA

　Both　the　term
“
katei，

”
atranslation 　of

“
home ．

”
and 　the　term

“
engei ．

”
atranslation 　of

“
horticulture．

”

began　to　be　used 　in　the　Meiji　era ．　Then，　a　newly 　created 　term
‘’
katei・engei

”
gained　popularity　to　．de−

scribe 　a　happy 　family　activity ．　In　this　paper，　the　author 　has　made 　a　research 　of 　the 　process　of 　formation

of　this　term 　by　delving　in　Iiterature　related 　to　hor且culture 　in　this　country 　as　well　as ／ogakuza ∬ ん’，　a
wornen

’

s　magazine 　of　the 　time ．　As　a　result ，　it　became　clear 　that　the 　term　gradually　became　popular　in
the　following　way ：1）Iwamoto　Yoshiharu　advocated 　in／ogakuzasshi 　an 　ideal　of

“
home

”
and

陥
the　happy

circle 　within 　a　family．
”
2）For　having　a　happy　time，　the　housekeeping　elements 　of 　cleanliness 　and 　deco−

ration 　began 　to　be　included　in　a　female　role ．3｝Household 　management 　began 　to　be　taken 　up 　in　the

magazine ．4）Gardening　and 　horticulture　were 　included　in　the　household　managenlent ．5）Then，
“
katei−

engei ，
”
as 　a　happy　circle 　within 　a　family，　was 　given　birth　in　the　domain　of 　horticulture．　In　other 　words ，

the 　movement 　upholding 　the 　importance 　of 　home 　and 　happy 　famny 　activitles ，　which 　are 　believed　to　be

a 　modern 　family’s　origin，　helped　to　clarify　the　female　role　within 　a　family　as 　to　the　household　manage −

ment ，　and 　brought“engei ”into　the 　home　domain，

　　　　　 　　　　　　 （Recelved　August　102007；Accepted　in　revised 　form　November 　2，2007）
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家庭園芸，Jogakuzasshi女学雑

　1．緒　　言

　平成 18 年 5月，厚生 労働省 に よ る 『家族 と地域 の

絆再生 プ ラ ン （仮称）』 の 「中間 とりまとめ 」 （厚生労

働省 2006）が行われ ，家族の 絆を再生す るため の 具

体的な施策例として ，毎月 1週間程度の 「家族の 週間」

及び年 1 回 の 「家族 の 日」 を設ける こ とが提案 された．

　歴 史上 ，「家族 の 週 間」， 「家族の 日」の 設定が提案

され た の は こ れが初 め て で あ る が，こ こ で 強 調 され て

い る の が 一家団 らん や家族 （や 地域）の 行事 （食事会 ，

リク リエ ー
シ ョ ン ，旅行等〉で ある．

　家族が
一

家団 らん し，ともに 楽 しむ こ との 重要性に

つ い て は，明治 9 年発行の 『家庭叢談』 に お い て もす

で に と りあげられ て い る ．『家庭叢談』第 1 号で は，

「世帯ノ要 ハ 家族ノ 心 ヲ楽シ マ シ ム ル ニ ア リ ト云 ヘ リ」

（家庭叢i談 1876a，3）と，家庭 と類似 の 「世 帯」をあ

げて，そ こ で 家族の 心を楽 し ませ る こ とが 重要で ある

と述 べ られて い る．こ の 「家族ノ 心 ヲ楽シ マ シ ム ル」

こ と は，『家庭 叢談」 第 3号 （1876b，8）で ，「家族

団欒 ノ 楽」を共にする こ とが な い の はよ くな い と，家

族が集まっ て車座に座る とい う意味 を含ん だ 「団らん」

とい う語に置き換えられ る．

　その 後 「家族団欒 ノ 楽」は，巌本に よ っ て 「ホー
ム 」

に おける 「
一

家の和楽団欒」 （巌本 1888a） と して提

示 され
，

こ の 「ホ ーム 」と 「和楽団欒」の つ なが りが
，

それまで の 家族と異な る近代家族 を規 定するもの （落

合 1989；牟田 1990；山本 1991；宮森 1993） とな る，

即ち，そ れ まで 単な る家族が 生活 を営む場所と して の

意味 しか なか っ た 「家庭」
＊ 1

に新た な意味が付与 され，

「近代 日本に お い て 初 め て 「ホ ー
ム 」の 意味内容 の 中

核に家庭の 幸福 ＝「一家 の和楽団欒」 とい う愛情 を基
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盤に成 り立 つ 家族成員相互 の情緒 的 コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン を捉え」（山本 1991，84），近代家族の 源流 となる

新 しい 日本 の 家族の 理想像が明示 され る の である．

　小 山 （1999）は こ の 新 しい 家庭 観を もっ た家族 の特

徴 として ，近代的な性別役割分業が行われ る家族で ，

そ こ で は 「一家団欒」「家庭の 和楽」が追求すべ き価

値 とされ，さらに ，子 どもが大人 とは 異なる特別 な存

在 として位置づ けられ て い る こ とをあ げて い る ．

　 こ の よ うな
一

家団 らん とい う新 し い 価値 を含 ん だ

「家庭」観 は
， 「女学雑誌」 で

， プ ロ テ ス タ ン トで あ る

巌本善治や内村鑑三等 を執筆者 と した 「ホー
ム 」論 と

して展開 され （犬塚 1989），それ以後の 「家庭」 を冠

して 発行 され る多 くの 雑 誌 と と もに ， 明治 20年代 後

半か ら 30年代にか けて 急速 に普及 して い っ た，

　「家庭」 に は，「庭」 とい う語が含まれ て い る が ，庭

は 「祭場を斎の庭，戦場を戦 の 庭 と よ ん だ よ うに，あ

る事をす る場所 を い い 」 （川添 2003，12＞，家庭 の庭

で 行われ る もの の ひ とつ に園芸がある ，「園芸」 とい

う語も，「家庭」や 「一家団欒」 と同 じく，近代に入っ

て 成立 した言葉で
崎

，近世 に お い て
， 樹芸 ， 種樹な ど

と様々 な呼び方をされた草本 ・木本 な どの 植物お よび

それ らを用 い た造園に関わる営み を総称す る ため の言

葉で ある ．

　 こ の ともに新しい 「家庭」 と 「園芸」か ら生 まれた

の が 「家 庭園芸」 とい う語で ，明治 36 年 5 月に は，

『家庭園芸談』 と，その 語を タ イ トル に含 ん だ書籍が

出版さ れ て い る．目次に は，「団欒の 娯楽」，「高逸な

る趣味」， 「好事家 の 研究」 と
， 園芸 を行 う理由が い く

つ かあげ られ て い る の だが，こ れ にみ る ように，
一
番

の 理由は ，
一

家団 ら ん し て楽 し い 家庭 を作る こ とな の

で ある
’ 3 ．

　近世 にお い て，特定 の 階層 だけで な く，
一

般 の 庶民

も含めた老若男女が関わ っ た 日本の 園芸文化は，庶民

の娯楽 と して 世界的に見て も高水準で あ っ た とい う

（青木 1999）．近代化の 中で い っ た ん は低迷 した とい

われ る園芸 で あ る が，い っ た い どの よ うな経緯で ，そ

“ 1
川 添 （2003，ユ2）に よ る と家 庭 は，古 くは 「や に わ」

　 と呼 ば れ，初見は応神天皇 の 国見 の 歌 だ が ， 明治 に

　 な る まで ほ とん ど つ か われ て い ない とい う．
’ z

辻村 （1931，1−72＞に よ れ ば，成語 と して の 「園芸」

　は，明治初年，『英華字典』が翻刻 され る と と もに，

　輸 入 され た もの で あ る とい う．
’ 3

明治 36 年 か ら 40 年 に か けて ，多 くの 「家庭園芸」

　 を含 む 書籍が 出版 され て い る が，い ず れ も家族 の 団

　 らん に よい とす る記述 が含まれ て い る．

の 目的 を家族 の 団らん とす る 「家庭 園芸」が生 まれた

の で あろ うか．

　「家庭」 の 改良 を行 うこ とを目的と して創刊 された

「婦女新聞」で は，家族全員が揃っ て食卓を囲 む 「一

家 団欒」
’ 4

は食事の 場 の み に と ど ま っ て ，「家庭 」 の

改良の手段として は充分で ない と指摘する ，そ して ，

子供を中心に家庭 で 実践 し，収穫 した もの を食卓 に載

せ る 「趣味」 と して の 「園芸」こ そ，従 来とは異 なる

家族に よ る手作 りの 「
一

家団欒」で ，こ の ような団ら

ん が
， 「家庭」の 生 活改善を促す新 し い 文化 を誕 生 さ

せ る と ， 「園 芸」 を勧め る啓蒙活動 を行っ た （仙波

1995）．こ の こ とか ら，婦女新聞が創刊 された明治 33

年に は ，「園芸」が
一家団 ら ん の方法 と して ふ さわ し

い とす る言説が あ っ た こ と が伺える ．しか し，こ れ以

前に，園芸 が一家団らん を目的 として い たか どうか に

関する研究はな く，「家庭園芸」が ど の よ うに成立 し

て きたか に つ い て もまだ明 らかにされ て は い な い ．

　以上 の こ とか ら，本稿で は，家族 の 団らん ，園芸を

その研究対象 と し，それ らが どの ような経緯で 関係 を

結び
， 「家庭園芸」を生 み 出 して い っ た の か

， 家庭 と

園芸 の 関係 につ い て 明 らか にする こ とを目的 とす る，

　2．研 究の 方法お よ び資料

　「家庭園芸」の 成立に至る 家庭 と園芸の 関係 を調べ

る にあた っ て ，2 つ の 方向か ら資料収集お よび分析を

行うこ と に した．

　
一

つ は，「和楽団欒」か らの流れ で ある ，家族 に対

し 「和楽団欒」 を薦め る 言説 の 登場後 ， そ の 手段 と し

て 「園芸」が取 り入 れ られ て い っ た の か どうか とい う

視点か ら，「ホ ーム」 に お ける 「一家 の和楽団欒」 と

い っ た巌本 （1888a） の 言説を取 り上 げて い る 女学雑

誌 を主な対象 として そ の 分析 を試み た ．

　そ して ，もう
一

つ は 「園芸」その もの の流れか らの

分析で ある ．こ こ で は園芸や造園に 関連する文献 を用

い て ，園芸 と家庭が どの よ うに関わ っ て い っ た の か に

つ い て 調査 を行 っ た，具体的 な資料 は 以下 にあげ る．

2 （70）

＊ 4
「婦女新聞」 の 発行は 明治 33年だが ，表 （1998）に

　 よ れ ば，明治 30年代 に は，ほ と ん どの 家事教科書で

　
一

家 団 らん に 関す る 記述 が み られ ， 食事中 の 団 ら ん

　 も薦 め られ て い た とい う．家族団 らん と 食事 の 共有

　 に つ い て は，表 の 詳細 な研 究 （1998，2001，2006）

　 が あ る，
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表 L 園芸関係資料

書　名 著　者 発行年 出版社

実地 応用技芸百科 全書

　第六 編　泰西園芸術

園芸考

図解庭造法

園芸論

通俗菓園法

簡易 園芸法

日用百科全書

　第八編　住居 と園芸

蔬菜草花栽培全書

園芸学

果 樹草花盆栽庭造

　 園 芸全書

園芸学講義

園芸通論

家庭園芸談

前 原 幽 園　抄訳

横井時冬

本多錦吉郎

鈴木文次郎

青柳浩二 郎

角 田音吉編

明治 22．6一

明治 23．5

明治 22．12

明治 23．3

明治 23．7

明治 26．3

明治 26．5

博文館

大八 州学会

団々 社

伊藤活版所出版部

博文館

博文館

大橋又太郎編集　明治 29，1　 博文館

高橋久 四 郎

高橋久 四 郎

明治 30．5　 東京輿農園

明治 34．6　 大 日本実業学会

江原 梅松 （春夢）　明治 35．5　 博文館

近藤　隆

高橋久四郎

小谷保太郎編

明治 35，5　 静岡県安倍郡農会

明治 36，3　 博文館

明治 36、5　 吉川弘文館

　（ユ） 雑誌資料

　 「女学雑誌」を主 な資料 と して分析を行 っ た．「女学

雑誌」は明治 18年か ら明治 37年 2 月まで ，月 2 回の

割合 で 出版 され
， 当時 と し て は 長 く継続 し

， そ の 数 は

543冊 にの ぼる．巌本善治が 「一家の和楽団欒」 につ

い て語 っ た 「日本 の家族」 と題する社説は明治 21 年

に掲載され たが，それ以前の流れ も確認する た め ，創

刊号か らの 検討を行 っ た ，

　「女 学雑誌」の 編集 を行 っ た近藤賢三 と巌本 善治 は，

とも に津田仙の作 っ た学農社農学校の 出身者で ，彼 ら

はそ の 学農社が明治 9年に発行 した 「農業雑誌」 の 編

集に も関わ っ て い る ．そ こ で ，「農業雑誌」 も視 野 に

入れ，そ の 中の巌本お よび 「女学雑誌」執筆者が書い

た と さ れ る記事に つ い て も同様の検討を行 い ，園芸と

和楽団 らんに関わ る言説 の 有無を調 べ た．

　また ，当時 の 状況 に つ い て は，「明治の 読売新聞

CD −ROM 」 を用い て そ の 背景を把握する こ と に した．

　  　「園芸」関連の資料

　園芸関係 の 資料 を選択す る にあた り，「家庭 園芸」

とい う語の含まれ た書籍が い つ 頃か らあるかを ， 国会

図書館お よび全 国の大学図書館が所蔵する文献で検索

した．そ の 結果，大学図書館が 所蔵する とい う限定つ

きで は あ るが ，先 に挙げた 『家庭 園芸談』が ，「家庭

園芸」 を含む最初 の 文献で ある こ とが わか っ た．

　そ こ で ，調査 に用 い る資料は，明治初年か ら 『家庭

園芸 談』 の 発行 され た明治 36 年 5 月ま で に 出版 され

た もの をその 対象と した．具体的に は ，国会図書館お

よ び全国 の大学図書館が所蔵する もの に加え，東京大

学法学部附属 近代 日本法政資料 セ ン タ
ー

t 博文館 の 資

料 を所蔵する三康図書館 （旧大橋文庫所蔵館），そ し

て 日本近代文学館 に登録され て い る書籍 をその対象 と

した．こ れ らの 図書館等か ら検索 した園芸や造園 の カ

テ ゴ リに分類 され て い る もの の うち，植物栽培や管理

等の技術 や 植 物生理学の ような生物学や 生理学的 な も

の だけを含む もの ，タ イ トル に 園芸に関連 した用語が

含まれて い て も， 和歌や文芸に属する よ うなもの を除

き，わずか で あ っ て も，は じめ に総論的なも の が含ま

れ て い る もの （表 1）を，そ の分析対象資料 とした，

　な お
， 調べ て い く途中で

， 博覧会等の資料に 「園芸」

とい う用語が使われて い る こ とが わか っ た の で ， 「園

芸」概念を明確にす るため，以下 の資料 も加 えた．

＊ 津田仙 （1897）澳国博覧会農業園芸ノ伝習及爾後 ノ

状況　澳国博覧会参同記要

＊ 日本出品解説第一 （1876）米 国博覧会報告書　米国

博覧会事務局

＊ 明治十年内国勧業博覧会出品解説 （1878）明治十年

内国勧業博覧会出品 目録 　内国勧業博覧会事務局

（71） 3
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　3 ．結果および考察

　（1） 雑誌資料 の 分析 か ら

　「女学雑誌」を中心 とす る雑誌 資料 を検討 して わか っ

た こ とを簡単 に まとめ る と，巌本に よ る 家族 の 団らん

に関する言説の 登場後 ， 団 らん が家庭 と結び つ き， そ

の担 い 手として の女性の役割が明確にされて い くこ と

で ある ．そ して ，そ うい っ た過程の なか で，家政とい

う項 目が で きあが り，．そ こ に 園芸が取 り入れられ て い っ

た こ と で ある．そ こ で こ れ らの 結果 の 詳細 を説明する

にあた り，は じめ に家庭 と団らん，お よび団らん の方

法に つ い て，そ して 団らん の 担い 手 と家政 の 関係，最

後に家政 と園芸の 関係 の 順 で 説明する ．

　1）　家庭，団らん，そ の 方法

　「家庭叢談』で は
， 花見，月見，市 中 の見物，野辺

の 遊 山な どの外出，祭礼式，法事等の年中行事，ある

い は，宴席，談話，遊戯 さらに，鳴 り物 も含んだ遊

芸な どが世帯
’ 5

を楽しませ る方法 として あげられ て い

る ．こ こ で は，「世帯 トハ 衣食住ノ 者 ヲ程 ヨ ク用ヒ テ

ー家内 ノ 者 ノ 健康 ヲ保チ其心 ヲ 楽シ マ ム ル コ ト」（家

庭叢談 1876a，3）で あ tl　，世帯や
一

家内 につ い て は，

それ以 上 の説明 もな く，親戚や 友人 も含 まれ る家族 と

の 境界が緩や か なもの と して 扱わ れ て い る ．

　こ の 生活を楽しむ方法につ い て は ，「叢話　遊楽 の

事」 （巌本 1887）で ，ど ん な に忙 しくて も，食事後は

庭前で ク ロ ッ ケ ー，眠 る前 は房内で琴 を弾 き，冬夜の

炉辺 で は童児 と談笑，そ して 3 回 の食卓で は家族一
同

和楽をする西洋 の 例が紹介 され る ．そ して
， 「西洋に

て女流の遊楽に は，将棋，体操，乗馬，漕舟，水浴，

氷すべ り，舞踏，ピクニ ッ ク，捜索，観劇，ク ロ ッ ケ
ー
，

カ ル タ ， 会談等数多の種類 あ り」 と
， 女性個 人 を対象

とした遊楽が あげられるが，そ こ には まだ家 族で楽 し

む とか ，庭や 園芸を和楽の 対象 とする とい っ た言説は

み られな い ，そ の こ とは ，ア メ リ カ の 女性が就い て い

る 職業 （巌本 1886a）の 中 で ，「蜜蜂 を飼う女」 の 次

に 「庭 つ くり」が ，日本人 の 女性 の 考 え付か ぬ 仕事 と・

紹介 され て い る こ とで もわか る ．

　個 人 の 遊楽を家族 で す る の が 「家族団欒」 で
， 「女

子 と耶蘇教」 （其二 ）」 （巌本 1886b＞に現れ る．巌本

は，「人生最上 の 楽場所は何処 に あ りや」 の 問い に答

える形で ，「傾きた りとも吾茅屋 に住 し貧な りと雖 も

串 5
タ イ トル で 「家庭叢談」 と 「家庭」 とい う言葉 が 使

　 わ れ て い る が ，第
一

号 で は ，本文 に 「家庭」と い う

　語 は一
度 も 出 て こ な い ．「家 庭 」 の 語 は ，第三 号

　 （1876b，14）で 初 め て 登場す る ．

家族団欒 し父子昆弟相親睦 して少か も懸念な き吾家 と

云 へ る もの ぞ 即 ち人生 最上 の 楽場所 な らん 」 と，「吾

家」に，ホ ーム の ル ビ をふ り，吾家 （ホーム 〉におけ

る家族 団 らんが ，人生 最上 の 楽 しみ で あ る と述 べ て い

る．そ して ，親睦の ため に は，「夫婦 つ ねに相睦み て

一点の さまた げな く兄弟相和 して一人の他人 な し」 と，

非家族成員を排除した家族で ，と も に行動 し団らんす

る こ とを薦め て い る ，しか も，「女は男子 をな ぐさめ

て 其心 を引立 べ きもの 」 で ある か ら，「家内の か ざり

付け」 な ど， 家族の 楽 しみ を増すような美術の
一

通 り

は心得 るべ きとする．

　こ の 家の装飾 に つ い て は，他の論者の演説 で も 「婦

人 の 職掌 （其
一

）」 と題 して，「…家の 装飾です，日本

家屋 の
一

大欠点 とも謂 うべ き者は快楽 （チヤ フ ル ネス ）

と云う者が更にありませ ん」 （平岩 1887） と，女性の

役割の ひ とつ として述べ られて い る ，

　吾家 （ホ
ー

ム ）に お ける家族団ら ん の 重要性が取 り

上 げられた後，非家族成員を排除した 「家族」 を前提

とする 「
一

家 の 和楽団欒」が ，「ホ ーム」 とい う語 と

ともに社説 旧 本の 家族 」（
一
）に登場 し （巌本 1888

a ，113＞，そ の 方法 に つ い て あげ られ るの が ，家内 に

お ける 遊楽で ある ，

　「家内に於て の 遊楽 に は健全清潔の 分子 を含め ども

屋外の 遊楽に は必 ず多少遊情放蕩の 性質を存す る もの

に て 凡そ
一

家内に て遊び戯る る は毫 も心配する に 及ば

ず」 と，家庭内で の私的な遊楽は健全で よい とする記

述 と と もに
，

こ の よ うな遊楽の あ り方が 「是れ即は ち

一
家和樂の 基」 （巌本 1888b，161）で ある と述 べ ら

れ る ，

　ま た
， 西洋人 の 食卓で の 団 らん の 例 （巌本 1888c）

や，カ ル タで 楽 しむ子供 と親 らの 姿 （巌本 1888d）の

挿絵な どで，家内で 遊 楽を行 うこ との 大切 さが繰 り返

し強調され，室内にお い て 団らんす る幸福な家族の イ

メ
ージ が次第に形作 られ て い くの で ある．

　2）　 女性 の 役割と 「家政」項目の 登場

　女学雑誌で は，こ の ような団らん の 担い 手 として ，

女性 を位置づ け た
＊ 6，女性は 「

一
家族の女王」 （巌本

1888e）であ っ て ， 家 内で 「花 を挿 し器具 を布置 し甘

く室内 を整理 して 静か に家中 を楽 しむ こ とを以 て 尤 も

’ 6
岩堀 は，女学雑誌が，中上層階級 の 奥方 に，「料理，

　家計管理 ，育児 な ど の 具体的 な仕事をは っ きりと妻

　 の 役割 と 固定 し」，近代的な妻 の 役割を主婦 の 理想像

　 と して 示 して い っ た こ と を分 析 し て い る （岩 堀 1995，
　466−467）
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近代にお ける 園芸領域へ の 団らん の 浸透

愉快 に感ずる に 至 ら ん」 と
， 家族 の た め に花 を挿 して

，

気持 ち の い い 空 間を作る こ とが，そ の 「本領の働 き場

所」で あ る とい うの で あ る．

　こ の花を挿すこ とにつ い て は
， すで に 3年前の 8号

（清草庵 1885）で，茶の 湯と並んで紹介 され て い る．

牡丹，芍薬な ど，それぞれ の花 に つ い て の水揚げ秘伝

と ともに，「草木と も毒の ある もの又枝葉面白 くと も

名の 知れざる草木は生花 にすべ からずた だ独 り楽 しみ

に挿す な らば其人 の 勝手たるべ し」 と，花 を挿す心得

に つ い て 述 べ られ て い る．先の遊楽の勧め で もみ た よ

うに
， 女学雑誌 も初期の こ ろ に は

， 花 を挿す行為に つ

い て ，家族の ための 意識 はない ．人 に見せ る場合とそ

うで な い 場合 とい っ た意識はある が ，こ の花 を挿 して

家を飾る行為が ，家族の た め とい う目的をもつ の は
，

巌本に よ っ て 家庭 におけ る団 らん の 重要性 が語 られ，

その 担 い 手 として 女性が位置づ けられ る 明治 21 年以

降 と考え られ る ．

　以後，「家庭」「ホ ー
ム 」「団 らん」 の 大切 さが巌本

や そ の 他 の 論者 に よ っ て 語 られ （伊 勢 1888 ；巌本

1888f，1889a，　 b ；内村 1888；山岡 1888），女性がそ

の役割を担 うこ とに よ っ て
， 国家に貢献する とい っ た

言説 も登場する，「愛国心 は愛家心 な り」 と，家を愛

して ，家 に 献身す る 役割を担 う女性 は，愛国者 と して

男性に劣 らない （巌本 1889c）と，家庭 と国家の 関わ

りを背景 として ，「女に最も適 した る事は家事」，ある

い は ，「女性 の 天職は ホ
ー

ム を美に する に在 り」（巌本

1889d，229−232） と，女性の 役割 と し て の 家事が 繰

り返 し強調 され る （巌本 1889b），

　明治 23年に は
，

こ の よ うな 「ホーム 」 と い う語 が

「近頃ホ
ーム と云 える言葉普通 の 如 くな り行 きた り」

（巌本 1890a）と
一
般 に広が っ た様子が 伺わ れ ，そ れ

と ともに ，ホ ーム で の 女性の あ り方 も周知 され る もの

とな っ て くる．こ の よ うな女性 の あ り方 につ い て は ，

ドイ ツ留学中に家政学の 授業を傍聴 した りして ，女性

に家政教育をする こ とが国家の発展の ため に重要で あ

る と考え る よ うに な っ た新渡戸 に よ っ て
， 家政学 の 重

要性 と して 語 られ る （新渡戸 1890）．以後 ， 「英上流

夫人，
一

日間の くらし方」（しづ子 1890）な ど，具体

的な外 国女性の 暮らし方の 例や，下婢 の扱 い 方 （巌本

1890b＞などとともに，家政の あ りか たが語 られ る よ

うに なり，女学雑誌　ig　241号 （1890）に 「家政」 と

い う項目が登場するの で あ る
＊ T．

　3）　家政 として庭つ くり，園芸の登場

　「家政」項 目に
， 最初に 登場する の が 「婦人 の 心得

（
一
）」 （中島 1890a＞で

， 初め に 「生計」， 続 い て 「家

の 飾 り」があ げられ て い る．こ の 「婦人 の 心 得 （
一

）」

は そ の 後連載 とな っ て
，
244号で は 「家を楽 し くする

の 覚悟」（中島 1890b）が あげられ て い る。

　こ の ように，家 政 とい う項 目内 で ，こ れ まで と同様

の 女性の役割が 繰 り返 さ れ て い くが ，それ まで と異な

る の は，家政の 精神 （小糸 1890）の よ うな，精神面

の あ りかただけ で な く，国政 と家政 （井上 1891），家

政簿記，家具
一

通 りの 入費 （山下 189ユa），経済学

（女子読本 1888），廃物利用 （山下 1891b） など，実

学的な もの が次第に含まれ て い くこ と で あ る ．

　従 っ て ，そ れま で幾度 も強調 された団らんやホーム

に つ い て の 言説が 減少，具体的な家事や外国 の 紹介の

例 も増 え ， 「安息 の 地 は 花 園 に て あ りき」 と 「花 間 の

逍遥」と題 した ビー
チ ャ ル 夫人 の 庭園 の様子 （ビ

ー
チ ャ

ル 夫人 1892）の 紹介記事が現れる ，こ の よ うな花園

の 紹介後，家政 の 項目 中，「ホーム 建設 心得」 （井上

1892）の
一

つ として 「庭 つ く り」が登場す る ．しか し，

こ こ で の庭 つ くりは，団らん の ため に そ の重要性が語

られ る の で は な く，正規則風 （茶座敷風）にする か ，

不規則風 （田舎風）にする か
， あ る い は その 中間にす

るか とい っ た具体的な庭の作 り方の説明だけで ある．

　また こ の後，「日本の花園」 （ハ
ー

ト夫人 1892） と

題 して ，外国人 に よ る 日本の庭のすば らしさが語 られ

る ，そ して 翌 年明治 26 （1893）年，「田家 の こ よみ」

（畜耡子 1893） と題 して 「農事園芸」の紹介 と 「園芸

法」が登場す る．こ こ で の 園芸は，現在使わ れ て い る

意味で の 園芸，即ち植物 の 育成技術を主 とする 「園芸

法」で ， 以後 ， 家政項目 の 中に 「園芸法」の 連 載が始

まるの で ある．

　そ れ ま で ほ とん ど取 り上 げられ な か っ た庭や 園芸が

女学雑誌に 登 場する 背景 に は，明治 23年，初 め て の

園芸の 書物 と して 『園芸考』（横 井 1889）が出版され

た こ と，上野で 日本園芸会の 総会，懇親会が行われた

こ と （読売新聞 1890），そして ，第三 回内国勧業博覧

会 な どで 庭や 園芸関連 の もの が展 示 され た こ と な ど が

新 聞を通 して
一

般 に報道 された こ とが考えられ る．ま

た，牡丹園，菊園などの 開園とい っ た園芸や庭園に関

する社会の動 きが 活発 に なっ て きた こ となどもある と

’ 7
女学雑誌 に 「家政」 と い う項 目が 登場す る の は，明

　治 23 年 の 第 241 号 で ，こ の と き同 時 に，「笑 ひ 草」

　 とい う娯楽の 項目 も登場す る．こ の 娯楽の 項目 登場

　 も，こ れ を 用 い て の 家族 の 談笑，団 らん が そ の 目的

　 と考えられ る ．
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考えられる．

　こ の よ うな 家 庭 と園 芸 の 結 び つ きは ， 347号

（1893）で ，園芸書で ある 『簡易園芸法』 （角田 1893）

が 『家政 学』（下 田 1893） と並ん で 紹介 され る こ とで

もわ か る よ うに，園芸は家庭の 領域に ふ さわ しい もの

と して ，その居場所が与え られ て い くの で あ る．

　明 治 27年発行 の 373号 （320−322）で は ，「家の 園

播種 の 時節」（女学雑誌 1894）と して ，野菜 ， 草花を

植える時期，手入 れの 方法が
一

覧とな っ て 載 せ られる．

以後，定期的に行 う家事の一部 として ，その技術 的な

説明 と ともに連載されて い くの で ある ．

　以上 ，主 に女学雑誌を対象とし
＊ S
，和楽団 らん と家

庭，そ して 園芸の 関係が どの ように して で きて きた の

かを説 明 して きた ．そ こ で ，今度は もう
一

方の視点，

つ ま り園芸側の 立場から，和楽団 らん と の 関係を考え

る．

　（2） 「園芸」関係資料の 分析か ら

　先述 した ように ， 園芸 とい う語 も明治 にな っ て成立

した語で ，「園芸の語が用 い られ る迄 は専 ら樹芸
’ 9

と

云われ 」，昭和 にな っ て もその内容が きちん と確立せ

ず，混乱 して い た とい う （辻村 1931，3）．

　そ こ で ，園芸分野 から 「家庭園芸」へ の 流れ を探る

前 に，まずは，「園芸」 とい う語の 成立 経緯
’ 1°

を整理

した い ．なぜ な ら，「家庭園芸」を理解するため に は，

そ こ に含 まれ る 「園芸」 とい う語 の 意味 の 変遷 を理解

する必要が あ ると考えるため で ある．

　 1）　 「園芸」の 成立経緯 とそ の 意味

　 日本が初め て 正式に参加，出品した万国博覧会は，

1873 （明治 6）年に開かれた澳国博覧会で ある．津田

仙 に よ る そ の報告 （1897，33−36）に は，「農業及園芸

審査官」 と して 派遣され，専 ら 「園芸栽培ノ事」 を学

ん だ とい う 「園芸」 とい う語を用 い た記述が ある ．ま

た ，博覧会 に 関する フ ラ ン ス の レ ポ
ー

ト （Raports

1875） に は Agricultureと Horticultureをあわせ た部

串 S
研究方法 で 示 した ように，「農業雑誌」 も調べ て み た

　 が ，「園芸雑感」 な ど巌本 らの 記事は，園芸技術 に と

　 ど まる もの ばか りだ っ た の で ，今回 の 分析 に は 加え

　 て い な い ．
＊ 9

園芸 関連 の もの は
，

以 前 は 「種芸」，「樹 芸」 と呼 ば

　 れ ，明 治 3年 に は民 部 省勧農 局 に 「種芸 課 」 が，7年

　 以 降 は 内務省勧業寮農務課 に 「樹芸掛」が お か れ て

　 い る （通商産業局 1962）．
’1°

辻 村常助 は，そ の 著 「園 芸 の 意義と其範囲」 （辻村

　 1931）で ，園芸 とい う語 の 由来 を述 べ て い る が ，そ

　 の 導入がい つ 頃からかは 明確 に な っ て い ない ，

6

門の ある こ とが紹介 され て い る の で ，明治 6年の段階

で ，Horticultureの 訳語と して 「園芸」が用い られ て

い た こ とがわかる．

　こ の訳語 として の 「園芸」 は，そ の 後の 明治 9 年の

米国博覧会報告書の 出展物の 7 区分で も用い られ
， 粧

飾の樹木，灌木お よび花，園庭の 器具，各種盆栽，そ

して 園庭の作造が ，「園芸」 と言う項 目で 扱われ て い

る．こ れ をみ る とわか る よ うに，「園芸」の 内容は ，

江戸 時代か ら続 く庭造 りを基に した もの なの で ある
岑 ” ．

　 こ の 園芸とい う語が
一

般大衆に見 える形で 提示 され

た の が，明治 14年 4 月 12 日の 読売新聞の記事 中の

「博覧会 の 話 し」 で ，そ こ に 「園芸館」 が登場する

（読売新聞 1881）。

　政府 に よ っ て初 め て示 され た 「園芸」の 定義は，ロ

シ ア 万国園芸博覧会の報告書 とと もに
， 農商工 公報に

載せ られた 「園芸論」 （農商務省 1985，194−200）で

あ る．明治 18年の 農商 工 公報の 厂園芸論」で は，園

芸術は 農業や山林 とは 別 の もの で ，仏語で 言う 「ヲ ル

チ キ ュ ル チ ュ
ール」 と い う園事 を経営する こ と

s12
で

あるとい う，従 っ て ，種樹術，養花術，造庭術がそ の

お もな もの で あ り，果実蔬菜の 栽培 もまたそ の
一
部で

ある こ とが 記さ れ て い る ．しか し，こ の 「園芸論」の

中身には ， まだそ れ以前 の 造庭 を主 とす る流れが色濃

く残 っ て お り，従 っ て ，そ の 後も書籍上 で はそ の 概念

は なか な か 統
一

さ れ な い ．た だ，明治 24 年頃に は
一

般向け の 辞書に取 り上 げられ て い る の で ，こ の 頃に は

一
般 へ の 浸透も始ま っ て い た と思 わ れ る，

　表 2 は，日本初 の 近代的国語辞典とい われ る 『言海』

（1891）を初め とす る辞書 に お ける 「えん げい」 を整

理 した もの で あ る ．「言 海」 で は
， 「園芸」は 「ゑ ん げ

い 」 として取 り上 げ られ て い て ， 現在広辞苑で説明さ

れて い る 「Horticulture」の訳 として の 「蔬菜 ・果樹 ・

庭樹 ・花卉などの 栽培．また
， そ の技術」

＊13
を指す も

の では な く，「庭 ヲ作ル技」とな っ て い る．

　表をみ る とわか る ように ，明治 40 年に な っ て，や っ

と現在の意味が現れ る ．しか し，それ以後もまだそ の

意味は揺 らぎ，大正 4 年の 「大日本国語辞典」で は，

（74 ）

’ ］1
こ の 出 品 内 容 の あ りか た に つ い て は，そ の 翌年の 明

　 治 10年，日本 で 初 め て 行 わ れた 内国勧業博覧会 で も，

　類似 した形で継承され て い る．
＊ ］2

仏 語 の 「ヲ ル チ キ ュ ル チ ュ
ール 」 は ，英 語 の

　Horticultureで ，こ の 定義 の 後，　 Horticultureの 訳 と

　 して の 園芸 が 広が っ て い くと考え られ る．
掌 13

広辞苑　第五 版 （1998）．
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表 2．辞書 に み る園芸の 意味

書　名 出版年 出版社 園　芸

言海

日本大辞書

日本大辞林

帝国大辞典

日本新辞林

こ とば の 泉

辞林

大 日本 国語辞典

広辞林

189118931894189618971898

−

189919071915

−

19191925

明治 24

明治 26

明治 27

明治 29

明治 30

六合館　　　　　 ゑ んげい ；庭ヲ 作 ル 技

日本大辞書発行所　ゑ んげい ；庭 ヲ 作 ル技術

宮内省

三省堂

三省堂

明治 31−32　 大倉書店

明治 40 三省堂

大正 4−8　　 冨 山房

大正 14 三省堂

ゑ ん げ い ：庭園 を築造する技術 をい ふ ．

ゑ ん げ い ：庭園 を築造す る技術

ゑ ん げ い ；庭園 を築造す る技術

ゑ ん げ い ；蔬菜 ・果樹又 は 花卉等の 栽培

ゑ ん げ い ；庭園を作 り， 又花卉 ・果樹な どを栽

培す る こ と．又その 技術．

えんげ い ；蔬菜 ・果樹 ・花卉等の 集約的栽培．

「庭 園を作 り，又花卉 ・果樹 な どを栽培す る こ と．又

そ の 技術」と な っ て い る．

　こ の よ うに ，明治 40 年頃ま で は，庭を作 る技 とし

て の 意味の 強い 「園芸」で あるが
＊ 14

，明治 22 年 2 月

に は
， 「以前の 植木屋流 に と ど まらず内外 の 植物を培

養繁殖 し種子苗木 の 交換及び園芸諸 術 の 試験」 をす る

として ，現在の 園芸 の 意味へ と導 こ うとす る 日本園芸

会が設置され，その 2 カ月後の 4 月に は，こ の会に よ

る 「日本園芸会雑誌」が発刊 され る．

　 こ の 頃に なる と，園芸とい う語を含んだ書籍が現れ

る ため，次 に こ れ ら の資料を基 に，「家庭園芸」に 至

る 流 れ の 有無に つ い て
， 検討結果 を報告する ，

　2）　「家庭 園芸」 へ の 流 れ

　「園芸」 とい う語を含む独 立 した書 物 で はな い が，

百科全書の一部 として ，ヨ ーロ ッ パ の 園芸術が紹介 さ

れ た もの が 「泰西園芸術」 （前原 1889−1890）で ある ，

こ こ で は ，実業及芸術 ，学術 及諸芸，題辞及挿図 に わ

けて，各種技芸が紹介され て い て，こ こ で の 「園芸術」

は 「実業及 び芸術」 として 分類 さ れ て い る．こ の実学

的な位置づ け の もの に は
， そ の 他 ， 養鶏 ， 養蚕 ， 水産

養殖，そ して 冶金術，彫刻術 ，活版術な どが含 まれ て

お り，「学術及び諸芸」に含 まれ る挿花法や 西洋料理

法，さらに 西 洋遊戯法，音楽法など，どちらか とい う

と教養的 で ，文化的側面 を持つ もの とは 異なっ た扱 い

にな っ て い る．

　「園芸術 とは園圃に播種耕耘 して 花卉蔬菜の 類を作

る の 術」 と定義 され ，「泰西園芸術 の 範囲なる もの は

’ 14
辻村 も 「園芸な る もの が ，我邦 に 普及 した の は，恐

　 ら く明 治 四 十年以後大 正年間 に成 っ て か らで あ ろ う」

　 と述 べ て い る （辻村 1931，2）．

頗る広汎茫漠」で ある が ，「第
一

　花園　第二 　菓園

　第三　菜園」 の 三 大部門 を 概括す る と説明 され て い

る．そ して ，花 園につ い て は，「百般の花卉草木 を栽

培 して庭園の 修飾 を為すの術 に して 我国に於 い て 謂は

ゆ る植木師又 は庭師 とい うもの の 類な り」 と の 説明が

あ る．もちろん泰 西 の 園芸術 で あ るか ら，石 や樹 木 を

中心 とす る 日本庭 園 とは異 な っ たもの で ，緑葉の あ る

樹木に，薔薇，ひ まわ り，すみ れ ，カーネーシ ョ ン な

どの 花卉類，青芝な どが取 り上 げられ，規模 の 狭 い 小

園庭 もそ の 中に扱われ て い る．こ れ らの 説明は，現在

家庭を開放 して行われ る オープ ン ガーデ ン に 多 くみ ら

れ る洋風 庭園 と類似 し て お り， そ の 目的は
， 「人 の 心

目を歓 ば しむる」 もの と ， 家族や家庭 で はな く，

一
般

的 な概念 として の 「人」がそ の 対 象とな っ て い る．

　 こ の 百科全書 とほ ぼ 同 じ こ ろ，園芸の書物 として 出

版され た の が 『園芸考』（横井 1889）で，園芸 をそ の

タイ トル に含む書籍 として は こ れが最古で あろ うとい

われ て い る （辻村 1931，3）．こ れ よ り以前 に，農商

務省 に よ る 「園芸論」で ，そ の定義が 出さ れ て い る に

もか か わ らず ，
こ こ で の 内容は

， 橿原朝か ら維新後ま

で ，各時代の 日本庭 園 の 沿革の説明 の みで ，専 ら技術

的側面の 説明に偏 っ て い る．もち ろ ん家族な どそ の庭

を使 う者を意識 した 記述は み られ ない ．

　 こ の よ うな 日本庭園 の 作庭 の 技術 的説明 をそ の 主旨

とする の は ，『図解庭造法』 （本多 1890） も同様 で ，

「庭園ノ 大意ハ 元来心目ヲ樂シ マ シ ム ル 」こ とで あ っ

て，こ こ で の 心 目も，特 に家族 に限定 され て は い ない ．

　続 く， 「園芸論 』 （鈴木 1890）は ， 目次 にす ぐ 「蔬

菜」の 文字が あ り，土壌及地形，気候 ，種子 と植物学

的な内容の植物の 育成技術書とな っ て い て ，園芸そ の

（75 ） 7
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もの が どの よ うな 目的でな されるか の 記述 は な い ，

　また，「通 俗菓園法』 （青柳 1893）で は，農家業の

余業 と して ，果樹を栽培 し利益を上げる こ とを薦め る

た め の 栽培技術が 中心で ，こ の 視点は，産業 として の

園芸を促進する もの で あ っ て，果樹栽 培等に力 を入れ

る明治政府の 方針に従うもの で はあ っ て も，家庭の 団

らん を視野に置 い た もの で はない ．

　しか し，同 じ く明治 26 年に出版され た 『簡易 園芸

法』（角田 1893）に なる と，そ の内容は異 な っ て くる。

園芸法 に
， 「簡易」が つ い た た め とも思 わ れ る が ，初

め の 「例 言」に ， 果樹花木な ど， 植物を生育 させ るた

め の説明はするが ，五穀蔬菜など農産に属す るもの は

省略す る （角田 ユ893，1） との説明が ある ．また，目

録の 初め に 「本邦園芸 の 区別及 び そ の 盛衰」 と，園芸

そ の もの の 内容や世界 の 状況 を説明す る 項 目が設 け ら

れ，園芸 とい う用語の 整理が行われ て い る．「園芸j
とい う語 の ，庭 を作る 意味 と西洋 の Horticultureと

して の 意 味の 混在が ま だ存在 したため で あ ろ う．

　角田 による と，園芸 を技 とする者に は，花木盆栽を

培養 し て 雅客の 需に 応ずる仕立物師 ， 庭園の構造を事

とする庭師，果樹花木 の 苗種を繁殖する を以て技 とす

る苗物 師 の 3 つ が あ り，こ れ らを総称 して植木屋 と呼

び ，そ の 必要に 応 じて そ の 技を選択する べ きで ある が ，

現実に は，そ の 選択を誤る こ とが多い とい う，江戸か

らの 流れ で ，い ろ い ろ な種類 の 植木屋があ っ た に もか

かわ らず，新た に庭 を もっ た新 中間層 と言 われる人た

ち に は，そ うい っ た知識が なか っ た当時の 状況 が伺 え

る．また
，

こ の よ うな解説か ら
，

一般の 家庭に 向けて

の 園芸書であ っ た こ とが わ かるが，そ の こ とは先に上

げた女学雑誌に こ の 本の 紹介が なされ て い る こ とで も

わか る ．つ ま り，「家庭園芸」 と題さ れ て はい ない が，

女性をそ の 担い 手 とする家庭に むけて の 園芸書な の で

あ る．

　また，園芸術に つ い て は，西洋の 例 もあ げ，「ア ル

ポリキ ュ ル チ ュ
ール」の 種樹術，「フ ロ リキ ュ ル チ ュ

ー

ル」 の 養花術 ，そ して ，「ジ ャ ル ジ ナ
ージ ュ 」 の 造庭

術 を含み ，こ れ らを総称 した もの が，「ヲ ル チ キ ュ ル

チ ュ
ール 」 と い う 「園芸術」で ，そ の 意味 は 園事を経

営する こ とで ある と説明されて い る，

　さ らに，西洋 の 園芸術 との 比較が なされ，日本 の 庭

園 は 西洋 と意匠が異な り， 深 山幽谷 の 景 を 模 して 自然

の風致 を存す る の で あるが ，洋風 の庭園 は，花 を摘み，

香を尋ね 自由に逍遥緩歩する花園の よ うな もの で あ る

と説明 され る．従 っ て，そ の 目的は ，西洋は 身体の 運

図 1．日 用百科全書 『住居 と園芸』（大橋 1896）に

　　 み る庭で の 団ら ん 図

動 を助 けるため，東洋は精神 を養 うため とな り，単に

鑑賞だけで な く，それぞれ異なっ た目的で利用 され る

西洋 と東洋の 庭 の 比較が され て い る．

　こ の 『簡易 園芸法』の 後，日用百科全書 の
一

つ とし

て，
一

般家庭を対象と した大橋又太郎の 『住居と園芸』

（大橋 1896）が 出版 さ れ る ．初め の 「凡例」で
， 「家」

が ， 夫婦，父母 ， 兄弟 ， 従属等，
一

団 の もの が あ っ て

存在する もの で あ ると，単に もの と して の 家 で はな く，

そ こ に住 まう入 を意識 し た 記述が 現れ る．さ らに ，

「住居は家庭の元素た り」 と，家の 中心は家庭で ，「団

欒の 和気 を妨げられ」 る家は よ くない もの で ある と，

家庭の 団らんを重視する考え方が現れる．

　以後の本文の ほ とん どは，山水 の 作 りかたや 築山な

ど
，

こ れ まで の 園芸書 と似 た
， 日本庭園 の 作 り方の 解

説に終始するが，ただ，それ まで の 日本庭園 の解説書

とや や異な る点は，花園や 草木を用 い る ときに 心得る

べ きこ とが付加 さ れ て い る こ と，即ち，花や草木を多

く取 り入 れ る 西洋 の 庭が意識 され て い る こ とで ある．

しか も特に 「家族 の 団欒」 の ため とい っ た説明はない

もの の ，それを示す挿絵が登場す る．

　図 1 は，「住居と園芸』 に現れ る，庭で 団 らん する

家族 の 姿で ある．背景 の 庭 は 日本庭 園 で
， しか も傍 ら

には盆栽 もあ り，庭 そ の もの は こ れ まで の もの とあ ま

り変わ らない ．しか し，そ こ で 中心 とな る の は，家族

の 団らんする姿で ある ．こ の 『住居 と園芸』は 明治 29

年に発行 され た後，37年 まで に 9 版 を重ねて お り，

当時，多くの 人 に読 まれ たよ うで ある．

　続 く，高橋の 『蔬菜草花栽培全書」 （高橋 1897）は，

こ れ まで の庭を含ん だ園芸書 と異な り， 庭の 作 り方に

つ い てはまっ た く触れ られず ， そ の タイ トル の とお り，

8 （76）
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野菜，草花の育て方の技術書で ある，また，同 じ著者

の 『園芸学』（高橋 1901）で は，園芸術 と園芸学の違

い に つ い て 述 べ られ
， 「造庭術 の 如き園芸の 範囲 を脱

せ ざるが如 きも，建築術及び美術思想 と親密の 関係 を

有する もの なれ ば，寧ろ 園芸の 範囲外 に置き別に
一
科

を設 くる の 必要 あ る もの な る べ し」 と
，

こ れ まで 園芸

に含まれて い た造庭術 と一線を画 し，現在の 園芸につ

なが る考え方が提示され て い る ．従 っ て こ の 書は家族

や 団らん を意識 し た造庭書 とい うよ り，そ れ と は異な

る栽培等 の 技術書 とい っ た ほ うが ふ さわ しい ，

　 しか し，東京農学園主 で ある江原春夢 に よ っ て 書か

れ た 『果樹草花盆栽造庭園芸全書」 （1902） は，同 じ

く果樹 草花 の 栽培を意識 させ る もの で あ る が ， そ こ に

は造庭 も含 まれ て い るため，こ の時代 もまだ，園芸の

意味が安定 して い な い こ とが わか る．園芸に つ い て は，

「無邪気に して娯楽の 業たる」 と共に 「比較的に利益

多 くしで 1兪快なる事業の最た り」（江原 1902，1−2）
と，そ の娯楽と し て の効用に つ い て触れ られ て い る．

そ して ，植物の育成に必要な生理 的な説明の 後，果樹，

茶樹，花木，そ して ，ビ テ ン ス ，ヘ リア ン ト
ー

ス ，ス

タ
ー

フ ロ ッ クス とい っ た西洋 の 花 を含んだ数多くの 草

花の種類が挙げられ，植物的に は和洋折衷の状況が生

ま れ て い る こ とが わ か る．

　そ して ， 近藤 に よ る 「園芸学 講義』 （1902＞は ， 造

庭 を除 い た，果樹 ，蔬菜，花卉を含む講義の解説で，

作物，植物 につ い て の技術 的な説明が主となっ て い る ．

　 こ の よ うに，造庭術が 含まれ た り含 まれ なか っ た り

の 当時 の 園芸書の 状況 で ある が ，明治 36年 5 月に は

「家庭園芸」 を含む 『家庭 園芸談』 （小谷保太郎 1903）

が 出版 され る．こ こ で ，先述 した ように 「
一

家団欒の

下 に楽 しき家庭 を 作 る に は 園芸を や る に 如 くは 無い 」

（小谷 1903，1）と 目次 の 初 めに 「団欒 の 娯楽」 とい

う項 目を持 つ 園芸書が登場する の で あ る ．

　4．要約 とまとめ

　ホ ー
ム の 訳語と して の 家庭 と，Horticultureの 訳語

として の 園芸は，ともに近代に入 っ て使われ る ように

な っ た言葉で ある ．こ の 二 つ の語 を含み ，そ の 目的を

家族 の 団 らん とする 「家庭園芸」は
， 明治期後半に登

場 した．本稿で は，こ の 「家庭 園芸」 を対象と し，家

庭が どの よ うな経緯で園芸 との 関係 を深め ，「団らん」

をそ の 領域 に浸透 させ て い っ た の か とい う疑問 を解 く

こ とを目的 として 研究を行 っ た ．主 に用 い た 資料は ，

ホ ー
ム と団らん に 関する言説 の 発祥 と され る女学雑誌

と明治期 に入 っ て 出版された園芸書で ある ．

　その 結果，以下 の ような流れ で ，家庭 と園芸の 関係

が 生 じ
， 園芸領域に団らん が浸透 して い くこ と がわ か っ

た，

　1）　女学雑誌の 中で の 流れ

  巌本 に よ る 「一家の和楽団欒」 と ホ
ーム の 登場 ，

  「一家 の 和楽団欒」の 担い 手＝女性とい う位置づ け．

  女性 の役割 と して ，家内に お ける装飾，清潔等の

家事の 抽出．

  家事をまとめ た 「家政」が項 目 と して 登場 ．

  「家政」 の 中に，技術 として の 「庭つ くり」が登場．

  「家政」 の 中に 「農業園芸」「園芸法」が登場，以

後連載 と して 定着，

　女学雑誌 に お ける以上 の ような流 れ とは別に ，「園

芸」領域 に は，以下 の ような流れが み られた．

　2）　園芸書か らの 流れ

  博覧会資料 に，「Horticulture」 の訳 と して の 「園

芸」が登場．しか し
一

般に は 造庭の 意味の 園芸で 移行．

  「Horticulture」の 意味で の 日本園芸会が 設立 され ，

雑誌の 発行が開始され る．しか し最初 の 園芸書 は，造

庭 の 意味 の もの と して 出版 され，
一

般 の 辞書 に も，そ

の傾向は続 くが，明治 40 年 こ ろ か ら疏菜，果樹，花

卉 を含む 現在用 い ら れ て い る意味 が 現 れ る ．

  従 来 の 農産 に属 す るもの を省略 し， 果樹花木な ど

植物を生 育させ るため の説明をす るとい う 『簡易園芸

法』 とい う書物の 登場．女学雑誌 にもその 広告が出さ

れ，園芸書の女性領域へ の参加が 始 まる．

　こ の よ うな，産業方面 の 園芸と は異なる園芸書 の 出

版を経て ，

  日用百科全書 の
一

つ として 「住居 と園芸」が登場．

団 らん の 場 と して
， 住居 と庭 の 重要性が述 べ られ，家

族が団 らんす る姿を含む庭 の挿絵が登場す る．

　 こ の 挿絵の背景は盆栽等 も含む 日本庭園だが ，主人

公は庭で は な く団らん する家族で ある ，

　こ の よ うな家族 の 団 らん風景 を描いた挿絵 の 登場後，

  「家庭園芸」 をそ の タイ トル に含む 『家庭園芸談』

が登場する ，

　以上 の こ とか ら，女学雑誌に お ける巌本 の 「
一
家 の

和楽団欒」や 「ホーム」の 提 唱が次第に広 が る中 ， そ

の和楽団らんの担 い 手として女性が位置づ けられ て い っ

た こ と，そ して ，そ の女性の役割 と して ，清潔，装飾

を重視する家事が 強調 され ，それ らが 「家政」項 目と

して まとめ られ て い く流 れ の 中で ，園芸が取 り入れ ら

れ て い っ た こ と がわかる．そ して ，こ の よ うな家政項
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目 に 園芸が取 り入 れ られる状況 を経て ， 園芸書 と家政

書が と もに並ぶ 下 地がで き，園芸 とい う領域 の 中に団

らん を目的とする 「家庭園芸」が生 じて きた と考えら

れ る ，

　つ まり，近代家族 の 源流 と見 られるホーム ，団らん

に関する言説の 登場は，それを機 に，その 団らん の担

い 手と して の 女性 の 役割 を明確に させ ，さらに庭や園

芸も家庭領域 に 取 り込 ん で い くとい う大 きな広が りを

見せ る こ とが明 らか に な っ た．今後は こ の様な流れ の

中 で ，主 に 近代家族の 中心 とな っ た新中間層 の 人 た ち

を対象 と し， 庭 と家族 ， 家庭 の あ り方の 関係の具体的

変化につ い て，さ らに深 く調べ て い きた い と考え て い

る．

　本研究 を進め る に 当た り，兵庫県立淡路景観園芸学

校 竹田直樹先生 に は，多 くの ご助言を頂 きました，

また，能勢健吉先生に も，助言と ともに貴重な資料を

提供 して 頂 きま した，と もに 心か ら感謝 したい と思 い

ます ．
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