
1 

 

「 家 族 革 命 、 生 き 方 革 命 」 ｆ ｒ ｏ ｍ 香 川  

  

 

 

香 川 県 大 手 前 高 校 3 年  眞 田  千 明 輝  

 

 

 近 年 、「核 家 族 」と い う 言 葉 が 頻 繁 に 聞 か れ る よ う に な っ た 。現 代

の 家 族 問 題 と し て 大 き く 取 り 上 げ ら れ て い る 新 聞 記 事 を 見 た こ と も

あ る 。 そ も そ も 、「 核 家 族 」 と は ど う い う 家 族 だ ろ う か 。  

「 核 家 族 」 と は 、 １ 夫 婦 と そ の 未 婚 の 子 女 、 ２ 夫 婦 の み 、 ３ 父 親 ま

た は 母 親 と そ の 未 婚 の 子 女 、 ４ 単 身 者 、 の い ず れ か か ら な る 家 族 の

こ と で あ る（ 但 し 、４ は 含 ま な い 場 合 も あ る ）¹。で は 、そ れ ぞ れ 一

体 ど の よ う な 問 題 が あ る の だ ろ う か 。  

 １ 夫 婦 と そ の 未 婚 の 子 女 の 場 合  

 こ の 形 は 最 も 一 般 的 な 家 族 構 成 で あ る と 言 わ れ て い る 。 た だ 、 ア

ニ メ の 「 サ ザ エ さ ん 」 に み ら れ る よ う な 、 二 世 代 ・ 三 世 代 同 居 で は

な い 為 、 問 題 点 と し て は 、 介 護 問 題 ・ 待 機 児 童 問 題 な ど が 挙 げ ら れ

る 。  

 ２ 夫 婦 の み の 場 合  

 こ の 家 族 構 成 の 増 加 の 背 景 に は 、 晩 婚 化 や 子 供 を 持 つ 際 の 負 担 、

経 済 的 事 情 が 関 わ っ て い る 。 こ れ ら が 、 引 き 起 こ す 問 題 と し て 、 何

よ り も「 少 子 化 」が 挙 げ ら れ る だ ろ う 。「 少 子 化 」は 今 、日 本 が 直 面

し て い る 深 刻 な 問 題 の 一 つ だ 。「 少 子 化 」 に よ る 経 済 面 で の 影 響 は 、

労 働 力 人 口 の 減 少 に 伴 う 経 済 成 長 率 の 低 下 、 現 役 世 代 の 手 取 り 所 得

の 減 少 、 国 民 生 活 水 準 の 低 下 な ど が あ る 。 ま た 、 社 会 面 で は 、 高 齢

化 社 会 に 拍 車 を 掛 け る こ と 、 住 民 へ の 基 礎 的 な サ ー ビ ス 提 供 の 困 難

さ な ど が 生 じ る 。  

 ３ 父 親 ま た は 母 親 と そ の 未 婚 の 子 女 の 場 合  

 こ の 家 族 構 成 は 、 離 婚 率 の 上 昇 に よ っ て 生 じ て い る 。 １ ９ ９ ０ 年

代 前 半 ま で 、日 本 の 離 婚 率 は 0 . 7～ 1 . 6 の 間 で 推 移 し て い た 。し か し

２ ０ ０ ２ 年 に は 約 ２ ９ 万 組 、 率 に し て 過 去 最 高 の 2 . 3 と な っ た 。 ２

０ ０ ８ 年 に は 約 ２ ５ 万 組 と 減 少 し た も の の 、依 然 と し て 高 い ²。こ の

背 景 に は 、ま ず 第 一 に 経 済 状 況 の 変 化 が 考 え ら れ る 。「全 国 母 子 世 帯

等 調 査 結 果 報 告 」³に よ る と 、平 成 ２ ３ 年 度 、離 婚 母 子 家 庭 の 年 間 世

帯 収 入 の 平 均 は 約 ２ ９ １ 万 円 と な っ て い る 。 決 し て 十 分 な 収 入 で は

な い が 、 女 性 の 社 会 進 出 や 社 会 保 障 制 度 の 整 備 な ど に よ っ て 、 離 婚

後 、子 供 を 育 て や す く な っ た と 言 え る だ ろ う 。そ の 他 に も 、「家 庭 内

暴 力 」や「 夫 婦 の 情 緒 的 不 満 足 」な ど 、様 々 な 要 因 が あ る 。し か し 、
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離 婚 は 子 供 の 健 全 育 成 に 影 響 を 及 ぼ し か ね な い 。 子 供 が 精 神 的 に 不

安 定 に な っ た り 、 非 行 に 至 る こ と も あ る の だ 。  

 ４ 単 身 者 の 場 合  

 こ の 家 族 構 成 の 背 景 に は 、 女 性 の 社 会 進 出 や 「 自 由 で あ る こ と 」

を 求 め る 風 潮 、 ま た 、 最 近 物 議 を 醸 し て い る 「 夫 婦 別 姓 」 も 関 連 し

て い る よ う だ 。 単 身 者 の 増 加 に よ っ て 、 学 卒 後 も 親 に 基 本 的 生 活 を

依 存 し て リ ッ チ な 生 活 を 楽 し む 、 い わ ゆ る 「 パ ラ サ イ ト ・ シ ン グ ル

現 象 」 や 、 前 項 と 同 様 に 少 子 化 ・ 介 護 問 題 、 そ し て 自 身 の 老 後 の 問

題 も 生 じ て く る 。  

 こ う し て み る と 、 な る ほ ど 、 確 か に 「 核 家 族 」 の 問 題 の 深 刻 さ は

明 ら か だ 。 こ の ま ま 放 置 し て お け る 問 題 で は な い 。 で は ど う す れ ば

よ い の か 。  

以 前 、Ｎ Ｈ Ｋ ラ ジ オ の「 日 曜 討 論 」で 、「 核 家 族 」を 否 定 し て「 拡

大 家 族 」へ の 動 き を 推 奨 す る 政 治 家 が い た 。祖 父 母 世 代 と 暮 ら せ ば 、

両 親 も 共 働 き が で き 、 祖 父 母 世 代 が 「 孤 独 死 」 す る こ と も な い と 言

っ て い た 。確 か に 、そ の 案 も 、一 つ の 解 決 策 だ と 納 得 で き る 。だ が 、

私 は 疑 問 に 思 っ た こ と が あ る 。そ れ は 、「 核 家 族 」を 否 定 し て「 拡 大

家 族 」を 提 言 し て い る 点 で あ る 。本 当 に 、「 核 家 族 」は 否 定 さ れ る べ

き も の な の か 。  

 「 核 家 族 」 の 発 端 を 探 る と 、 高 度 経 済 成 長 期 ま で 遡 る 。 そ し て 、

そ こ に 至 る ま で の 日 本 の 近 代 家 族 の 形 成 に は 、 主 と し て 地 方 か ら 立

身 出 世 を 求 め て 上 京 し て き た 人 々 に よ っ て な さ れ た 。丁 度 そ の 時 期 、

１ ８ ９ ０ 年 に 民 法 典 論 争 が 起 こ る 。 こ の 論 争 は 、 家 族 と い う 領 域 に

限 定 す る と 、 い わ ば 家 族 を め ぐ る 個 人 主 義 と 集 団 主 義 の イ デ オ ロ ギ

ー 上 の 対 立 の 表 現 形 態 で あ っ た 。 結 果 と し て 、 集 団 主 義 的 性 格 を 持

つ 明 治 民 法 が 勝 利 し た 。 明 治 民 法 に お け る 「 家 」 は 、 経 営 体 と し て

の 「 家 」 で は な い 。 天 皇 制 国 家 の 倫 理 的 な 基 盤 と し て 祖 先 祭 祀 を 担

う 単 位 で あ り 、 超 世 代 的 に 祖 先 祭 祀 を 承 継 す る こ と が 求 め ら れ た 。

こ う し て 、明 治 ２ ０ 年 代 以 降 の 都 市 に お け る 新 し い「 家 」が 創 出 し 、

１ ８ ７ ９ 年 （ 明 治 １ ２ 年 ） の 段 階 で 東 京 市 は ２ ５ 万 世 帯 だ っ た が 、

１ ９ ０ ７ 年 （ 明 治 ４ ０ 年 ） に は ５ ２ 万 世 帯 と 大 幅 に 増 加 し た 。 新 し

い 「 近 代 家 族 」 形 成 と と も に 、 女 子 教 育 や 良 妻 賢 母 教 育 が 浸 透 し 、

家 父 長 制 家 族 の 内 部 秩 序 と し て 、「男 は 外 、女 は 内 」と い う 男 女 分 業

制 度 が 形 成 さ れ た 。  

 し か し 、 １ ９ ４ ８ 年 （ 昭 和 ２ ３ 年 ） の 民 法 改 正 で 、 戸 主 権 、 ま た

家 督 相 続 制 も 廃 止 さ れ た 。 そ の 一 方 、 祭 祀 の 維 持 を 次 世 代 家 族 に 委

ね る 祭 祀 条 項 は 残 さ れ た 。 そ し て 、 戦 後 の 混 乱 期 に は 、 農 村 の 家 が

都 市 の 失 業 者 の 受 け 皿 と な り 、 高 度 経 済 成 長 期 に な る と 、 農 村 の 家

が 都 市 へ の 労 働 力 の 供 給 源 と な っ た 。こ う し て 、都 市 で は 急 速 に「 核

家 族 化 」 が 広 が っ て い っ た 。  
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 だ が 、 こ の 時 点 で の 「 核 家 族 」 は 、 そ れ ま で の 流 れ を 組 む 家 的 性

格 を 払 拭 し て い な い 。そ れ ゆ え に 、「 核 家 族 」が 存 在 し な が ら も 、社

会 と し て は 上 手 く 成 り 立 っ て い た の だ 。  

 と い う こ と は 、 当 時 の よ う に 家 的 性 格 を 再 び 持 た せ る の は 不 可 能

だ が 、「核 家 族 」を 完 全 に 排 除 し な く て も 、工 夫 す れ ば 上 手 く 問 題 を

解 決 で き う る の だ 。 だ か ら と い っ て 、 先 に 述 べ た 政 治 家 の 意 見 が 間

違 い な の か と い う と 、 そ う で は な い 。 私 が 言 い た い の は 、「 核 家 族 」

か 、「 拡 大 家 族 」か 、の ど ち ら か 一 方 に 絞 る の で は な く 、ど ち ら の 形

も 受 け 入 れ て 問 題 解 決 を 図 る 方 が よ い の で は な い か 、 と い う こ と で

あ る 。同 じ こ と が 民 法 典 論 争 の 時 に も 言 え る 。「 個 人 主 義 」と「 集 団

主 義 」 を 対 立 さ せ ず 、 融 合 さ せ た 新 た な 選 択 肢 （ 融 合 対 策 案 ） も 、

つ く れ た の で は な い だ ろ う か 。 家 族 問 題 以 外 に も 、 社 会 的 風 潮 と し

て 、 ど こ か 偏 っ た 考 え 方 を し て 一 つ に 統 一 し て し ま お う と い う 流 れ

を 感 じ る の だ 。  

論 文 作 成 に あ た り 、 家 族 制 度 に つ い て 、 友 人 達 に 意 見 を 聞 い て み

た 。す る と 、皆 同 様 に 述 べ る に は 、「 多 種 多 様 な 家 族 の あ り 方 、生 き

方 を 受 け 入 れ る 社 会 が 望 ま し い 」 と い う こ と だ っ た 。 だ が 、 世 の 中

に は 、そ の よ う な 自 由 奔 放 な 社 会 を 容 認 し て は 、統 一 性 が な く な り 、

日 本 社 会 が 崩 壊 し て し ま わ な い か 、と い う 意 見 も 耳 に す る 。し か し 、

そ れ で 人 々 が 「 生 き に く い 社 会 」 と な っ て し ま っ て は 、 元 も 子 も な

い の で は な い だ ろ う か 。 時 代 の 流 れ に よ っ て 、 柔 軟 に 工 夫 し て 対 処

す る こ と が 、 よ り よ い 社 会 を 築 い て い く に は 必 要 だ と 私 は 考 え る 。  

 そ の 上 で 、足 元 に 目 を 向 け る と 、香 川 県 も 人 口 問 題 を 抱 え て い る 。

２ ０ １ ６ 年 ８ 月 １ 日 の 時 点 で 、 香 川 県 の 人 口 は ９ ７ ３ ， ２ ５ １ 人 だ

が 、２ ０ ４ ０ 年 に は ７ ７ ３ ，０ ７ ６ 人 に な る と 推 定 さ れ て い る ⁴。こ

こ で 、 今 の 家 族 制 度 を 受 け 入 れ た 「 融 合 対 策 案 」 を 出 す と す れ ば 、

例 え ば 、 定 年 後 も 希 望 者 は 働 け る 制 度 を も っ と 普 及 さ せ る 。 そ れ に

よ っ て 得 た 財 源 を 用 い て 、 増 加 し て い る 空 き 地 に 老 人 ホ ー ム と 保 育

所 の 共 同 施 設 を 建 設 す る 。 小 人 数 教 育 の 実 現 、 ま た 高 齢 者 の 人 々 に

よ る 地 域 の 伝 統 の 継 承 。こ う す れ ば 、「 核 家 族 」を 否 定 せ ず と も 、そ

れ が 引 き 起 こ す 副 次 的 問 題 を あ る 程 度 抑 え ら れ る と 思 う 。 そ う す る

こ と で 、 子 供 た ち に と っ て も 、 住 み や す く な り 、 お の ず と 地 域 に 愛

着 が 生 ま れ 、 県 外 に 流 出 し て も 、 Ｕ タ ー ン す る 率 は 高 ま る の で は な

い だ ろ う か 。 こ う し た 形 を 導 入 す る と 、 香 川 県 で 「 人 々 が 生 き や す

い 社 会 」 を 実 現 で き る と 思 う 。  

 人 類 誕 生 か ら 今 に 至 る ま で 、形 は 変 容 し つ つ も 、「家 族 」は 人 類 の

生 存 の 糧 で あ り 続 け た 。「 家 族 制 度 」を 考 え る こ と は 、私 た ち の「 生

き 方 」 を 考 え る こ と だ と も 言 え る 。 こ れ か ら の 時 代 の 家 族 の 在 り 方

を 考 え る 上 で の キ ー ワ ー ド は 、 ま さ に 「 考 え 方 の バ ラ ン ス 力 と 柔 軟
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性 」だ と 思 う 。こ の こ と を 心 に 留 め た 上 で 、「家 族 革 命 」延 い て は「 生

き 方 革 命 」 を ぜ ひ と も こ こ 、 香 川 県 か ら 起 こ し て い き た い も の だ 。  
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・『 近 代 の 家 ― 日 本 型 近 代 家 族 論 へ の プ ロ ロ ー グ ― 』江 守 五 夫 先 生 古

稀 記 念 論 文 集『 歴 史 と 民 族 に お け る 結 婚 と 家 族 』森 謙 二（ 第 一 書 房 、

２ ０ ０ ０ 年 ）  

・『 近 代 家 族 と フ ェ ミ ニ ズ ム 』 落 合 恵 美 子 （ 勁 草 書 房 、 １ ９ ８ ９ 年 ） 

・『 最 新 図 説  政 経 』（ 浜 島 書 房 、 ２ ０ １ ５ 年 ）  

・『 少 子 社 会 の 子 育 て 支 援 』国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所（ 東 京 大

学 出 版 会 、 ２ ０ ０ ２ 年 ）  

 

 


