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 乳児の保護は、保健衛生、母子福祉、小児科学、乳児院など様々な分野で試

みられているが、婚外子をはじめとする親が養育できない乳児の遺棄や殺害に

対しては、子どもの生死に直結した問題であるにもかかわらず、その予防を主

たる目的に掲げた仕組みが構築、研究されてきたとはいえない。本論文は子ど

もの養子縁組をその手段の一つととらえ、明治期以降の日本の乳児の養子制度

にかかわる法律・医療・福祉の近代化過程を、「乳児の生命保護」という観点か

ら再構築することを目的とする。 

 日本の近代法と相容れない「藁の上からの養子」は婚外子を生かす選択の一

つでもあったが、戦前においては無効とされ、戦後から違法となった。民法や

戸籍制度によらない養子縁組による乳児の生命保護は、社会事業の周縁で産婆

によって試みられたが、児童福祉法には引き継がれなかった。そして、それが

1970年代になって一人の産科婦人科医による婚外子の生命保護のための闘争と

して再び表れたとき、その前近代的な養子縁組の形態はもはや「反近代性」と

いうべき破壊力を帯びていたのである。それゆえに、日本の近代社会の枠組み

を造ってきた民法や、その規範を理念化した児童福祉は、未婚母の支援や婚外

子の生命保護を正当なものと認めることできなかった。 
 近代日本の養子制度は、養子縁組が内包する反近代性をいかに、そしてどこ

まで引き受けることができるのか、つねに試されてきたのである。今日にいた

るまで日本で婚外子の養子縁組が児童福祉として制度化されなかったという事

実は、法律、福祉、医療によって支えられて幾重にも生成・循環している近代

的規範を乗り越えることが、いかに困難なことであったのかを示している。 
 本論文は公刊された文献を史料とする、歴史研究である。明治期から昭和期

の官報、各府県の公報、事業要覧、会議録等の行政資料、新聞、学術・専門雑

誌、書籍を精査し、社会問題化した堕胎・中絶・嬰児殺の事例と養子・貰い子・

里子等の他児養育の仕組みをめぐる事実や言説を抽出した上で、同時期の乳児

関連政策がどのような目的で設計、実施されたのか検証する。  
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     Infants in Japan are protected under various systems, such as 
mother-and-child welfare, pediatric medicine and infant homes. However, it 
is difficult to find effective measures or policies contributing to prevention of 
infanticides and infant abandonment, matters of life and death especially for 
infants born out of wedlock in Japan. This thesis considers infant adoption 
as a preventive measure, and explores the history of adoption customs, child 
welfare, medicine and law in modern Japan, from the perspective of 
protection of infants’ lives. 
   Infant adoption conducted in private was one of the measures to 
protect lives of infants born out of wedlock, but it became “ineffective” legally 
from the Meiji era and turned “illegal” after WWII. Professional midwives 
still arranged such adoptions as alternatives to abortion or infanticide, but 
the postwar child welfare system did not takeover midwives’ efforts and the 
Japanese government legalized abortion to within seven months of 
pregnancy. However, in the 1970s, when an obstetrician led an adoption 
movement for unmarried mothers and their fetuses and infants, it appeared 
“anti-modern,” conflicting with several modern norms of sexuality, 
reproduction, family and motherhood. Therefore, legal scholars, legislators 
and social workers did not build an effective adoption system for those 
women and infants in need. The fact that adoption for infants born out of 
wedlock has not been institutionalized in Japan illustrates how difficult it is 
to overcome modern norms created and maintained by laws, welfare and 
medical services.  

This research is based on historical materials published from the 
Meiji era to the Showa era, including government documents, specialist 
journals, books and newspapers. The study examines cases of abortion and 
infanticide that became a social problem and the customs and discourses on 
adopting or fostering infants. In addition, it looks at the purposes, designs 
and operation of related policies and laws. 


