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書　評

イ ル に むか つ くの で ある 。 したが っ て ，

若者 の 私化現象 に 問題 が あ る の で は な

く， 古 い世代の 文化と若者の文化との ず

れ に 悶題が あるの で は なか ろ うか 。 デ ィ

シ プ ワ ン 権力が 構成す る 差異 と して の

「私」 とデ ィ シ プ リ ン 権力 に よ る そ の 構

成 に反響す るか の よ うに生 じる若者の ラ

イ フ ス タイル と して の 「私j，
こ の 二 っ の

「私」はどの ように絡 むの だ ろ うか 。 私が

なぜ こ の 問題 に こ だ わ る の か 。 そ れ は ，

近代学校が支配的文化を同化す るた あ の

デ ィ シ プ リ ン 権力で あ っ た と い う事実

　　 しか も近年 それが 巧妙 か っ 強固に な

りつ つ あ る
一

に こだ わ っ て い るか らで

あ る 。

　河 E氏は， エ ピ ロ ーグで ， 学校の ジ レ

ン マ と して ， 平等 と選別 ， 自由と秩序 ，

個人性 と集団性を挙 げて い るが ，私見で

は この 問題 は勝負が っ い て い ると思 う。

近代学校以来， 学校 は支配的文化 と結合

した デ ィ シ プ リ ン 権力 （序列化 され た監

視の シ ス テ ム
， 規格化と差異化 ， 試験）

に よ っ て 客観的 に は ， 生徒を選別 し ， 強

制 し， 差異化 （個別化） しな が ら集団化

して きた。 これが学校教育の 客観的な構

造 （structure ）で あ る。 しか し，こ れ と

教師の 行為 （agency ，　pratique） とはい

ちお う分けて 考え る べ きで あ ろ う。 こ の

構造 と行為 との 関係を問 うこ とを とお し

て ，教師世界の 実像 が 明 らか に な るの で

はなか ろ うか。
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宮島　喬　著

『文化的再生産の 社会学 ブルデ ュ
ー理 論か らの 展開」

新潟大学 井 上 正 志

　 E ・ デ ュ ル ケ ム の 「社会学 的方法の 規

準』 や 『自殺論』 の邦訳者 と して 名高い

宮島喬氏に よ っ て， こ の た び 『文化的再

生産の 社会学』 が 出版 さ れ た こ と は誠に

喜 ば しい こ とで あ る 。

　あの 難解な ，
ブ ル デ ュ

ー学派の ほ ぼ30

年 に わ た っ て 蓄積されて きた ， 経験的 ・

理 論的な多 くの 成果 が ， 「文化的再生産 」

と い う視角か ら実 に 手際よ くま とめ られ

て い る 。 これ は フ ラ ン ス 社会学に通 暁 し

て い る宮島氏 な らで は の成書で あ り，経

験 的事象 に くりか え し反省を加 え なが ら

上向 して い く P．ブル デ ュ
ーの ， 晦渋と

もい え る理路 に
一

度 な らず立 ち往生 した

経験あ る者な ら誰 しも ，
ブ ル デ ュ

ー
に即

して ブル デ ュ
ー

を越 え い く，あ ざやか な

氏の 社会学的手法 に賛辞を送 りた くな る

こ とだ ろ う。 「あとが き」 に あ るよ うに ，

著者に と っ て 「一書に ま とめ る こ と はな

か な か 思 い 切 りが っ か ず ， 実 に 苦 しか っ

た 。 こ の 本 を公刊 で きる こ と の 喜 びよ り

も， む しろ不安の ほ うが は る か に 先に 立

っ 」 ともらされて い るが， ブ ル デ ュ
ーの

理論が ト
ー

タ ル ・サ イ エ ン ス の 性格を も
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っ だ け に，氏の 言葉 は ， なおの こ と掛 け

値 な しに 好 感を も っ て 受 け入 れ られ よ

う。 「こ の 本が月満 ち て 生 まれ た成熟児

なの か ，
そ れ と も早産の 未熟児 なの か」，

に わか に は評者に も判断 しが た い が ，
そ

れで も本書が現在の 教育社会学の 理論的

研究 と実証主義的研究の 分裂状況 を うめ

る に た る一石を投 じた書で あ る こ とだ け

は確か で ある。

　戦後の
“

教育事象
”

研究に つ い て 振 り

返 っ て み ると ， 教育の 制度的 ・構造 的な

研究 と学習 の 内容的 ・方法的な研究 とが

分離 した まま進行 して きた傾向に あ り，

そ れ ら二 っ を社会的 「存在」 や 「場」の

「実践」か ら再統合を はか る 「関係主義」

が それ ほ ど共有されて きた よ うに は思 え

な い 。 た しか に，学校 と大学の 「教育機

会」を め ぐる大量の 経験的 ・ 実証主義的

な デ ータか ら 「国民教育 シ ス テ ム 」の 選

別と排 除の メ カ ニ ズ ム が推定 され て きた

経緯 は積極的に評価されて よ い 。 に もか

か わ らず ， そ う した メ カ ニ ズ ム が ， 「日本

文化」 に 内在す る不可視の 関係 と して あ

る，人 び との 日常の 「実践」 と接続 され

て 解 明 され て い る とは とて も言 い が た

い 。 実情は相 も変 らず
一

方で は ， 近代啓

蒙主義の 「教え込み」の 実践が は び こ り，

他方 で は ， 「選別と排除の メ カ ニ ズ ム 」が

生成す る社会構造を実証 的に 追認 し て い

る ， と言え ば暴論 に あ た るで あろ うか 。

　 ブル デ ュ
ー理 論の 意義は ， 近 ・現代 の

陥穽 と もい う べ き主客二 項対 立 の 手前

で
， 新 た な 「社会的実践」 を見出 し構成

す る こ と に あ る の だ が ，
こ れ ま で ブ ル

デ ュ
ーに言及 され る割に は ， ブ ル デ ュ

ー

理 論 の 認 知 的 ・社会 的構造 の 「発生論
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的」意義が活か され て は い な い の で はな

い だ ろ うか 。 こ の点 ， 宮 島氏の
“

社会学

的行為
”

は ， 文字 どお りハ ビ トウ ス ； 行

為」
一

元 論 に 立 っ て い る 。 型 どお りの

「文化的再生産論」 を抜 け出て 動的に 再

構成す るなか で ， 行為者の ダイ ナ ミ ッ ク

な 物質的 ・ 象徴的な 営為の 可能性 を明 ら

か に しよ うと して い る。
そ れ に 加えて さ

らに ， 本書の 後半部で は ， 「エ ス ニ シ テ ィ

と文化的再生産論」，日本社会の 「ジ ェ ン

ダーの 再生産」 とい う非常に 重要で 興味

深 い 分析に まで 論及 して い る の で あ る 。

　最近で は ， ブ ル デ ュ
ー

の 著書が か な り

多 く翻訳 された おか げで ， その キ ー ・コ

ン セ プ トが よ く知 られ るよ うに な っ て き

て い る 。 しか し， 素朴実証主義 に よ る学

問の 切 り刻みで は人間の 社会的実践を把

握で きな い こ と ， 広 い 意味の 実践 （pra・

tique） の 把握 の た め に は ， 「方法的関係

主義」 に 立 つ こ とに よ っ て ， 「ハ ビ トウ

ス 」と 「場 。戦場」（champ ）との 弁証法

に 根 ざ して い ろ い ろ な 「資本」の 構成 と

変換の メ カ ニ ズ ム が解明 され る べ き こ

と，こ の こ と は自ずと， 「反省性」と 「批

判性」 に 裏打 ち され た トータ ル な社会科

学 を要請す る こ と ， こ うした観点が い ま

だ十分に 認識 さ れ て い る とはい え な い の

で あ る 。 宮島氏 も経験的ア プ ロ
ー

チ を重

視 しな が らも素朴客観主義に は批判的で

あ る。 「素朴 な客観主 義 に 拠 る者 に と っ

て は ， 選別の 過程 とは ， あ る客観的 に定

立 さ れた 普遍 的 水準 に よ っ て ， 事物な い

し人が選 り分 け られ て い く，ほ とん ど機

械的 な過程 と して イ メ
ージ され よ う。

ブ

ル デ ュ
ーが な に よ りも乗 り越え をめ ざす

の は ，
こ の よ うな見方 で あ る 。

い わ ゆ る
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「能力主 義」や 「メ リ トク ラ シ ー
」の 神話

へ の 社会学的批判が ブル デ ュ
ー

の 作業の

重要 な部分をな して い る 。 そ して 宮島氏

は ブ ル デ ュ
ー

の 「社会学的認識論 の 旗幟

鮮明な主張」 を，おお す じっ ぎの 3点 に

要約 して い る。   主観主義 と客観主義の

対立 の 乗 り越 え ，   あ らゆ る社会的過 程

を 力の 関係 と象徴的正統化との 相互作用

の うちに と らえ る べ きだ との 主張 ，   社

会文化的決定作用を一
定の 行動や表象の

形式へ と変換 して い く， 行為者 の 性 向の

媒介的な作用 の重視 （86−87頁）。 この よ

うに氏の 方法論的な視軸 も，主客二 元図

式 の乗 り越え に あ るの で あ っ て ， こ の こ

とは，気鋭の 社会学者 L．ワ カ ン トの ，ブ

ル デ ュ
ーとの 共著 An 　 Introduction　to

Reflexive　Sociology， 1992
， にお い て も

明 白で あ る。 ちなみ に 示せ ば ， ワ カ ン ト

の確認す る ブル デ ュ
ー理論の 特徴 は， っ

ぎの 事項 に わ た っ て い る。   客観主 義 と

主観主義の 対立図式 の 乗 り越 え，   社会

物理学 と社会現象学の 対立 の 乗 り越え
，

  象徴的な権力 に よ る多様な形式 と機制

の 発生論的な解明 ，   社会構造 と認知構

造 の 弁証 法に 根 ざす方法論的関係主義に

よ る社 会理 論 と社会調 査の 架橋 で あ

る。

　わず か に 残 され た以下 の 紙幅で ， 許さ

れ るか ぎり， 「ブ ル デ ュ
ー

理論か らの 展

開」（副題）の 主 な論点を取 り上 げて お こ

う。 本書 は三 部構成 に な っ て い る。 まず

序論 に お い て ， 「な ぜ文化的再生産論」か

を問 うこ と に よ っ て ，本書全体の 問題 群

を見通 して い る 。 基本的に は ， 「文化を通

して ，また それ に よ っ て 正統化 され る社

会的選別， そ の 前提お よ び結果 と して の

書　評

不平等を批判的に 解明す る ， 『近代」の 幻

想批判の 社会理論」を示す こ とにあ る。

こ こ で は ， ブル デ ュ
・一一＝ ： パ ス ロ ン に した

が っ て ， 「再生産」「変換」「実践的で あ る

こ と」「ハ ビ トウ ス 」「場」「文化資本」「戦

略」 な どの 基礎的概念 が たん ね ん に 説明

され て い くこ とで ，「国民 国家に お け る

規範化 され た文化」 の 「エ ス ノ セ ン ト リ

ズ ム 」批判に まで 導か れ る こ とに な る。

　第 1部 「文化的再生産の 射程」 で は ，

「再生産論 と し て の 教育論 の 構 造」 を中

軸 に すえ，選 別 と排除 の社会過程を分析

して い る 。 い ま 厂文化」を 「ある行動の

パ タ
ー

ン を正統な もの
， 意味 ある もの と

して と ら しめ るよ うな ， 集団の 成員諸個

人に 共有 され た価値一象徴の シ ス テ ム と

して 理解 して お くな らば」（29頁），「文化

的再生産 の 観点 は，社会化 の パ タ
ー

ン の

ちが い の 所 産 に す ぎな い もの が ， な ぜ

……優一劣の ヒ エ ラ ル キ ーに 変換され て

い き， しか もそ う した 変換が 『正統』な

もの とみ な され う るの か ， を説明 しな け

れ ばな らな い
。 そ の 場合，学校に お い て

規範化 され て い る文化 が どの よ うな性質

の もの で あ り， な ぜ そ れが しば しば 『中

立』で 「正 統』 な もの と して 表象 され う

る の か 」（35頁）。 こ の 「学校文化」 を と

らえ る うえで ， 「言語 ハ ビ トウ ス 」 「選 別

の 度合」 （degr6s　de　s 色lection）「自己選

別と自己排除」「言語資本」「選別要因の

布置連関」「正 統的身体」とい う重層的要

因を考慮せ ね ば な らな い が ， とりわ け て

重要 な こ とは，「文化を通 して ， い い か え

る と正統化 の 象徴過程 を通 して 行使 され

る社会秩序 の 維持一
広義 に お け る支配

一 の メ カ ニ ズ ム の 批判的解 明で あ る」
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（79頁）。

　「制度や行為者 お よ び その 機能を，象

徴的な レ ベ ル で 正統化する とい う作用の

社会学的な 解明」「学校に しろ ， 教師に し

ろ，流行 の伝播者に しろ， そ れ らが伝え

よ うとす る意味 （文化的恣意）を人び と

に受容させ る こ とがで きるの は ，

一
定 の

権威の 関係 とい う社会関係を前提 とし，

か つ その 関係が ， た とえ ば 『無私』，『中

立』， 『真理 の 伝達』 とい っ た表現で 象徴

的 に正統化され る （誤認 され る）とい う

条件の もと に お い て で あ る……
。 『正統

性』 の 表象 の背後に あ る ， 力関係 の作用

と象徴化に よ る隠蔽 の作用 とい う二 重の

過 程 と連関を っ ね に 問 うこ と ， これが正

統性 の 問題 へ の 社会学的接近に ほ か な ら

な い 」 （101頁）。

　 第 II部 「ブル デ ュ
ー理論 か らの 展開で

は，上 の 「正統性」 の 問題が さらに掘 り

下 げ られて ， 人 び との 身体 に刻み こ まれ

た 社会の みえ ない 構造 と ， さ まざまな権

力関係，すな わち力の 優劣に よ る非対称

的な関係 との 意識 され ざる 「象徴的な 」

効果や 「共謀す る関係」 の両義的な性格

が 分析 され て い る 。 とか く誤 解の 多い

「再生産」 概念で あ るが， こ の よ うな コ

ミ ュ
＝ ケ

ー シ ョ ン の 「隠 さ れ た 力 の 関

係」 とい う先行条件を ， 新たな 「文化的

再生産」過程に くみ こむ作業が ， 「社会的

な場 （ex ．学校， 試験場， 役所 ， 法廷 ，

148

等々 ）」の 「潜在 レ ベ ル の メ ッ セ ー ジ」に

まで た ち入 っ て 検討 され て い る 。 要す る

に ， 「力の 関係を意識 させ な い こ とに 成

功す るか ぎりで ［こ の コ ミ ュ ニ ケー シ ョ

ン が ］成立する 。

…… こ の 力の 関係 が覆

い 隠されれば覆い 隠され る ほ ど ， 固有の

意味で 『象徴的な』効果を生 じ る こ とが

で きる」 （117頁）の で あ る 。

　 こ う した着眼 は，第 皿部 「ハ ビ トウ ス

と して の 文化」で も主 旋律をな し， ブル

デ ュ
ー ＝ パ ス ロ ン 『再生産』の 「す べ て

の 教育的働 きか けは ， 恣意的権力に よ る

文化的恣意 の押 しつ けと して ， 客観的に

は， 象徴的暴力 （violence 　symboiique ）

で ある」 とい う主題 を具体的に 展開 し論

証す る もの と な っ て い る。 「教場の な か

の 教師は論証 も例証 も容易で はな い よ う

な知をばあい に よ っ て は理屈ぬ きで 生徒

に教え込み ， これ を受け入 れ させ るこ と

もで きる 。 そ して こ の よ うな場合 ， 生徒

たち の 側に 習得 され て い る い わ ゆ る学校

的 ハ ビ トウ ス が ， こ の 受け入 れ の 装置 と

して は た らくわ けで ある 。 ブル デ ュ
ーた

ちが 『教え こ み』の コ ミ ュ
ニ ケ ー

シ ョ ン

を ， 教 え られ る もの の 恣意性 と教え る様

式の 恣意性 とい う二 重性 に お い て と らえ

て い るの は ほ ぼ こ の よ うな意味で ある と

い え よ う」（301頁）。

　　　　　　　 ◆A5 判　318頁，
3900円

　　　　　　　　　　　　　　藤原書店
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