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bell hooks and  Japanese Women

             Midori Hotta

     Translated  by Barbara  Summerhawk

   Iive recently  been participating in two  groups of  women  who  are

reading  bell hooks, a  black American feminist in the United States. One

group  discusses her book on  education  entitled  Teaching to Transgress

with  women  of varying  ages,  nationalities,  and  backgrounds. Another

group  is translating her book Bone Black, on  her memories  of  growing

up,  as  we  read  it. I am  enjoying  the experience  of  thinking  about  Japan

in connection  with  what  I read  of hooks.

   bell hooks is eertainiy  known  to people  who  have an  interest in

feminism in Europe  and  America, but here ifl Japan she  is largely

unknown,  Having said  this, I also have to say  that I didn't know  of her

until  I participated in a Womenis  Studies class  in Britain in 1993.

Actually, I had  Iittle knowledge of not  only  beil hooks, but also many

other  Black feminists, Black women's  journals and  writings  were  and  still

are  a minor  genre  within  a minor  genre in Japan. To begin with,  the

body of  writing  on  feminism and  womenis  issues is scanty.  Among  it,

most  visibie  are  the  feminisms of  white  middle-class  women  as  well  as

Japanese feminists; but virtually  no  Black feminism or  Third  World

women's  writings  are  in circulation.  Black and  Third World feminisms

appear  to be an  overwhelmingly  marginal  genre and  are  rarely  included

in works  of  
"general

 feminism," and  so  we  don't perceive  the experience

of  Black alld  Third  World feminists as  parallel to that  of Japanese
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women.  Nonetheless, I think  that it is BIack feminism that  could  give us

the most  usefu1  clue  on  how  to face the multilayered  and  complicated

reality  of Japanese society. bell hooks, more  than  anyone  else,  has helped

me  understand  this.

Do  You  Know  bell hooks?

   I first saw  bell hooks' name  when  I got my  first list of Women's

Studies references  in Britain. The  thing that immediately stood  out  was

the  way  her name  was  written  all in small  letters: bell hooks, If you

thought this was  a  misprint,  itis no  mistake,  it's her way.  I recall  getting

all kinds of  answers  when  I asked  my  classmates  who  were  present why.

WhatIcame  to understand  was  that bell hooks was  a pen name  that she

had apparently  taken  from her grandmother  <laterI learned that it was

from her great-grandmother), The reason  for writing  in small  letters is to

show  that she  is not  a 
'ibig

 namei'  but simply  is writing  as  one  black

woman.  
"Hmm,

 a strange  person, she"  was  my  first impression,

   Eight years  younger  than  the black feminist author  Alice Walker,

also  included in our  reading  list, bell hooks was  born in Keiitucky, With

her specialty  in art  and  literature, she  teaches  graduate  and

undergraduate  courses  and  debuted as  a black feminist critic  with  her

Ain 
rt

 Ia  WOman.P in 1981. After that she  published  many  books about

feminism and  black women,  racism,  and  culture,  Through  the Womenis

Studies class I was  introduced to one  black feminist work  after  another:

the American black feminists Angela Davis, Alice Walker, Audre  Lorde,

Barbara  Smith, Patricia Hill Collins, Kum-Kum  Bhavnami, Avtar Brah,

Pratiba Parmar,  and  other  British Black feminists, As  I read  them,  I

stopped  thinking  of  their feminism as  some  
itexoticii

 category,  Rather, it

was  their feminism that closed  the gap  I had felt between 
nbfeminismi'

 and

myself,

   Among  them  stood  bell hooks. If we  take  
"radical"

 to have two

meanings  -  extreme  and  essential  -  we  can  say  that beil hooks is

                                       bell hooks  and  Japanese Women  41

                                                    NII-Electronic  



The Engaged Pedagogy Association

NII-Electronic Library Service

The  EngagedPedagogyAssociation

radical  in both these  ways.  She radically  .and  boldly asserts  what  is

difficult to say.  And  even  so, she  carefully  avoids  deciding something  is
i'black

 or  white"  in a  good 
'Tdeconstructionisti'

 sense  of  radicaL  Through

this radicalism,  she  became my  ideaL

The  Challenge to Feminist 
"Common

 Sense"

bell hooks scathingly  criticizes  the  
"common

 sense"  of  mainstream

feminism. To  one  of the most  famous feminist assertions,  that 
"the

 most

important  thing  for women  is to be able  to work  outside  the home;'

which  had been advocated  by Betty Friedan, among  others,  bell hooks

says  this:

     Friedan's famous phrase, 
'rthe

 problem  that has no  name;'  often  is

     quoted  to describe the condition  of  women  in this society,  actually

     referred  to the plight of  a select  group  of college-educated,  middle  and

     upper  class,  married  white  women  -  housewives bored with  leisure,

     with  the home, with  children,  with  buying products, who  wanted  rnore

     out  of life. Friedan concludes  her first chapter･. by stating: 
"We

 can  no

     longer ignore that voice  within  women  that  says:  
'I

 want  something

     more  than my  husband and  my  children  and  my  house."' That 
i'more''

     she  described as  careers.

   hooks criticizes Friedan, who  was  speaking  on,[y of middle  and  upper-

income women,  and  never  includes the women  who  are  called  on  to take

care  of  children  and  do housekeeping when  these  middle-class  women  go

out  of  the  home  for their 'icareer,i'
 or  the vLromen  who  have no  husband,

children,  or  family. bell hooks  appreciates  Friedan's work  and  also

accepts  the 
"reality"

 that these women  of the leisure class  have problems,

too. However, if the  word  
"feminismi'

 selects  only  the problems  of 
"white,

middle-class"  women  and  ignores the women  who  suffer  most  from

sexual  oppression,  this is unfair,  to say  the least. bell hookis analysis

doesn't stop  at  criticizing  mainstream  white,  middle-class  feminism from

a  BIack feminist point of view,  however. First, she  points out  that this
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"career,

 upper-middle-class  feminism" is out  of  touch  with  the vast

majority  of  women,  When  
"white,

 middle-ciass  feminists" insisted on

getting out  of  the home  and  working,  the work  was  a  
i"career');

 becoming

minimum-wage  workers  who  also  do housework  wasn't  part of  the vision.

   The  reality  of  most  women,  women  who  work  to make  ends  meet,  or

women  who  cannot  obtain  work,  is far from the  notion  of  high-paying

careers.  Poor, working-class  women  who  don't find personal satisfaction

in their  jobs or  feel Iiberated have turned  their backs on  the  feminism

that urges  women  to work  outside  the home.  If this upwardly  mobile

"career
 feminism'i were  to include "protecting

 womenis  right  to work'i  and

"reforming
 the workplace  to make  it a  safe  environment  for women,"

then  it would  truly be an  inclusive feminism, says  bell hooks,

   She points  out  that underlying  mainstream  feminism's concept  of

"work"
 is the tendency  to devalue the work  women  have been doing.

Traditionally, women  have  done low-paying, unskilled  jobs in the service

sector  (including housekeeping). In a  society  that  has come  to see

unskilled,  low-paid work  as  a  failure, these jobs can  only  be considered  to

be of  low  value.  A  society  wrapped  up  in the idea of measuring

something  by its exchange  value  never  regards  work  as  an  expression  of

dignity, discipiine, and  creativity.  Women,  as  an  oppressed  group, have

internalized the values  of the people in power. bells hooks says,  therefore,

that rather  than  turning  the traditional concept  of  work  inside out,

feminism must  reconsider  and  redefine  the 
"meaning

 of work)i  itself.

Are  Men  the Enemy?

bell hooks criticized  the idea of  insisting that 
r'men

 are  the enemyi'  as

counter-intuitive.  When  I read  this I applauded  her. Until then, I hadn't

been able  to say  
'ilt's

 not  true,'' even  while  I was  feeling uneasy  with

feminists) view  of 
'imen

 as  the  enemy.ii  Sharing this anti-male  feeling was

often  regarded  as  a 
''real

 sign  of  a feminist,'' and  women  who  didn't go

along  with  it vvrere seen  as  
"'traitors.i'

 beil hooks points out:
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'''Bourgeois  white  women,  especially  radical  feminists, were  envious

and  angry  at  privileged white  men  for denying them  an  equal  share  in

class  privilege. In part, feminism provided  them  with  a public forum

for the expression  of  their anger  as  well  as  a  political piatform they

could  use  to call  attention  to issues of  social  equality,  demand  change,

and  promote  specific  reforms,  They  were  not  eager  to call attention  to

the  fact that  men  do not  share  a commop  social  status: that  patriarchy

does not  negate  the  existence  of  class  and  race  privilege  or

exploit.ation;  that all men  do not  benefit equalLy  from sexism.  They  did

not  want  to acknowledge  that bourgeois white  women,  though  often

victimized  by sexism,  have more  power  and  privilege, are  less likely to

be exploited  or  oppressed,  than  poor, uneducated  nonwhite  males,

   Further, she  criticized  this 
"'white,

 middle-class  feminismis anti-male

stance  which  turns  the  overwhelming  majority  of  women,  who  have to

live with  men,  off from feminism. It also  shuts  off the  possibility of

change  in the relationship  between  men  and  women;  finally, it denies the

participation of men  who  would  be allies,"

   Continuing, she  says  that black women  who  share  the experience  of

being in resistance  movements  with  men  donit have the same  feeling as

anti-male,  white,  bourgeois feminists, This is not  because they  fail to

recognize  that they  suffer  from black menis  sexism  but that, instead,

they  choose  to work  together  with  men  in fighting oppression,  and

understand  that men  are  also  injured by sex  discrimination.

   Thus, I greatly admire  beii hooks for never  falling into the  stale

technique  of  setting  
"race"

 against  
"sex"

 or  avoiding  the problem  by

saying  
"both

 men  and  women  are  victims,ii  She says:

      Men  are  not  exploited  or oppressed  by sexism,  but there  are  ways  in

      which  they  suffer  as  a result  of it This suffering  should  not  be

      ignored, While it in no  way  diminishes the seriousness  of  male  abuse

      and  oppression  of  women,  or negates  male  responsibility  for explosive
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      actions,  the pain  men  experience  can  serve  as  a  catalyst  calling

      attention  to the  need  for change.

Letis analyze  this 
"male

 suffering,"  To begin with,  bell hooks tells us:

      the poor  or working  class  man  who  has been socialized  via  sexist

      ideology to believe that there are  privileg' es  and  powers  he should

     possess solely  because he is male  often  finds that few if any  of  these

      benefits are  automaticaily  bestowed him in life,

And

     he is constantly  concerned  about  the contradiction  between the notion

     of masculinity  he was  taught  and  his inability to live up  to that  notion.

      He  is usually  
''hurt:'

 emotionally  scarred  because he does not  have the

      privilege  or  power  society  has taught him 
'rreal

 men''  shouid  possess.

He  is angry,  frustrated and  
"may

 attack,  abuse  or  oppress  an  individual

woman  or  women,i'  but he gains nothing  from this. 
'iWhen

 he beats or

rapes  women,  he is not  exercising  privilege or  reaping  positive rewards;

he may  feel satisfied  in exercising  the only  form of  domination allowed

him," bell hooks continues  that the man  who  atr.acks  women,  
iiand

 not

sexism  or  capitalism,  helps to maintain  a system  that allows  him few, if

any,  benefits or  privileges, He  is an  oppressor,  He  is an  enemy  to women,

He is also  an  enemy  to himself"

   The process  by which  men  act  as oppressors  and  are  oppressed  is

particularly visible  in black communities,  where  men  are  working  class

and  poor, Feminism called  attention  to the  relationship  between ruling

class  men  and  the vast  majority  of  men,  who  are  socialized  to perpetuate

and  maintain  sexism  and  sexist  oppression  even  as  they  reap  no  life-

affirming  benefits; these men  might  have been motivated  to examine  the

impact of sexism  in their lives, Often feminist activists  talk about  male

abuse  of  women  as  if it is an  exercise  of  privilege rather  than  an
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expression  of moral  bankruptcy, insanity, and  dehumanization.

   In order  to deal with  this, to have feminism be a movement  that

would  end  sexist  oppression,  we  need  a  movement  that men  and  women

can  participate  in as  equals,  bell hooks suggests.  Like the  feminist

movement,  there needs  to be a 
"men's

 liberation movementi'  one  which

would  assert  
i'men

 have  a tremendous  contribution  to make  to feminist

struggle  in the  area  of  exposing,  eonfronting,  and  transforming  the

sexism  of  their male  peers."

bell hooks  and  the Japanese Me

   bell hooks' works  criticizing  mainstream  feminism cover  a wide  area;

I only  can  give a  brief introduction here. I wish  I could  talk more  about

her critical work  and  the work  of other  black feminists and  women  of

color, and,  as  well, about  her essays  extending  feminist politics to black

popular culture,  e.g., rap  music  and  film, bell hooks, as  a black feminist,

applies  a moving  and  passionate postmodern  analysis  to popular  culture,

an  area  in which  I have a particular interest.

   Until I read  her, I had regarded  
"white,

 middle-class  feminism" and  its

Japanese copy  as  
"the

 feminism," and  tried to follow these, although  I

often  felt uncomfortable  with  them.  Feminism tended to be the voices  of

relatively  privileged women,  
'ibourgeois

 feminism,'' as  bell hooks calls it.

There are  even  fewer such  privileged women  with  high  academic

credentials  and  strong  economic  power  in Japan than  with  the U,S. So I

must  ask  if "bourgeois
 feminism" can  be effective  in solving  the problems

we  are  facing here.

   After I finished that Womenis  Studies class, in the summer  of 1994,

there was  a  conference  held by a Women's  Studies Network.  One

classmate  and  I went  to hear the opening  lecturer, who  was  bell hooks.

The  forum  for the  conference,  in an  auditorium  with  white  marble

columns  and  statues  of Iions, was  at the University of Portsmouth, in

Portsmouth, a  port city in southwestern  England. The  auditorium  was
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filled with  hundreds of  women  in colorful  casual  summer  clothes,  and

from  the  stage  bell hooks, in jet-black slacks  and  blouse with  a necklace

of  big red  beads, her hair short-cut,  spoke  on  cultural  imperialism in a

much  higher, softer  voice  than  I had expected.
                                                            '

   To  tell the  truth, I only  faintly remember  her talk and  the conference

that followed, What  I do recall  is, after  the  Iecture when  my  classmate

and  I teft the auditorium,  how  blue the sky  was  and  how  excited  we

were  by having seen  bell hooks, and  the  verdant  green  of  the  promenade
                                  ,

along  the sea  that we  strolled. I remember  feeling the joy of  freedom.

Now  I'm back on  Japanese soil having returned  from England, but as  I

read  bell hook's writing,  I feel closer  to her than  ever,  Sometimes I speak

for her 
'iradical'i

 sense  of hope. At the same  time, however, I also  feel we

should  stop  this searching  for a new  
"real"

 feminism, this accepting  of

new  spokespeople.  
"Speak

 out  from your  own  identity" is what  bell hooks

taught me,  and  this confidence  is what  feminism comes  from.

     This article  originally  appeared  in Japanese in The  Journal, Kurashi to

     kyoiku o  tunagu  We  No. 63 (1998), and  is reprinted  and  translated here

     with  the permission  of Femix.
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ベ ル ・ フ ッ ク ス と日本の 私たち

堀 田 　碧

　 こ の と こ ろ 、 ア メ リ カの 黒人 フ ェ ミニ ス ト、
ベ ル ・フ ッ クス の 本 を読 む女

性 た ちの 集 ま りに 参加 して い る 。 ひ とつ の 集 ま りで は 、 「教育」 につ い て の

本 （『Teaching　to　Transgress』）を 、 年令 もさまざ まな ら、 国籍 も、 生 きて

きた背景 も 、 多様 な女性た ちが 、 読ん で話 し合 う。 も うひ とつ は 、 少女時代

の 思い 出を書い た本 （『Bone 　Black』）を、 読みなが ら訳 して み よ うとい うも

の 。 わた しに は どち ら も楽 し く、
い ま 、 日本 の 地 で 、

ベ ル ・
フ ッ クス を読 む

こ との 意味 につ い て 考えさせ られ る 。

ベ ル ・
フ ッ クス を知っ て い ますか ？

　それ に して も、 欧米の 、 と りわ け英語圏で フ ェ ミ ニ ズ ム に 関心 の ある人な

らた ぶ ん知 っ て い る に ちが い ない ベ ル ・フ ッ クス が 、 日本 で は ま っ た くとい

っ て い い ほ ど知 られ て い ない
。

こ う言 っ て い る わ た し 自身 、 五 年前 に イ ギ リ

ス で女性学の ク ラス に 参加 す る まで 、 まっ た く知 らなか っ たの だ 。

　 もっ とも、 知 られ ない の は 、
ベ ル ・

フ ッ ク ス だけで は ない
。 黒人 フ ェ ミ ニ

ズム とい うジ ャ ン ル そ の もの が 、 マ イ ナ
ー

中の マ イナ
ー扱 い で あ る 。 そ もそ

もフ ェ ミ ニ ズム とか女性問題 自体が 、 圧 倒的 に周縁 に追い や られ て い る こ の

国で 、 そ れ で も、 欧米の 主流 の 、 主 に 白人 中産階級 女性 を担い 手と した フ ェ

ミ ニ ズ ム は なん とか 漏れ 伝わ っ て くる もの の 、 黒人 フ ェ ミニ ズ ム だ とか 第三

世界の フ ェ ミニ ズ ム だ とか は 、 は じっ こ の 、 その また は じっ こ に位置づ け ら

れ て 、 ほ と ん ど伝 わ っ て こ な い
。 そ れ は い まな お 、 日本に お い て 、 「特殊」

な もの とされ 、 け っ して 「フ ェ ミ ニ ズ ム ー
般」の なか に位置を しめ る こ とも

なけれ ば 、 日本の 女性 たちの 現実 と重 ね合 わ され る こ と もない
。

　で も、
い ろ い ろ なフ ェ ミ ニ ズム が あ る なか で 、 な か なか

一
筋縄で は ゆ か な

ベ ル ・
フ ッ ク ス と日 本 の 私たち　 121
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い 日本社会の 現実 と向き合 っ て い る女性た ち に役立つ の は 、 実 は黒 人 フ ェ ミ

ニ ズ ム で は ない か と 、 わ た しは 思 っ て い る 。 そ う思 わ せ た の が 、 と りわ け 、

ベ ル ・フ ッ クス だ っ た 。

　ベ ル ・
フ ッ クス の 名 は 、 は じめ て もらっ た女性学の 参考文献 リス トの なか

に あ っ た 。

　まず 目立 っ たの は 、 名前 が 、

‘
bell　hooks

’

と 、 小文 字で書 か れ て い る こ と

だ っ た 。 ミス プ リ ン トで は ない か と思 っ て たずね る と 、 「まちが い じ ゃ ない

わ 、 彼女 は そ うなの よ」 とい う答え 。 い あわ せ た ク ラ ス メ イ トた ち と 、 「な

ぜ なの か」 をめ ぐっ て 、 あれ こ れ言い 合 っ た こ とを思 い 出す 。 よ うや くわか

っ た こ と は 、
ベ ル

・
フ ッ クス とい うの はペ ン ・ネー ム で 、 彼女は それ を祖母

（あ とで 曾祖母 と判明）か らと っ た らしい こ と。 小文字 に したの は 、 「ビ ッ グ

ネー ム で は ない 、 ひ と りの 黒人女 と して 」 とい っ た意味 らしい こ と。 ふ 一 ん 、

な んだか 、 変わ っ た人 らしい な 、 とい うの が 、 わ た しの 第
一

印象だ っ た 。

　同 じく文献 リス トに あ っ た 黒人 フ ェ ミ ニ ス ト作家ア リス ・ウ ォ
ー カ ー よ り

8 歳年下の 南部ケ ン タ ッ キー 生 まれの ベ ル ・
フ ッ ク ス は 、 美術や 文学 を専攻

して 大学 院 を終え、 や が て 大学 で 教 える か た わ ら 、 1981年 に 『Ain
「

tIA

Woman 』 （わた しは女 じゃ ない の ？） を書い て 、 黒人 フ ェ ミ ニ ス ト批評家 と

して デ ビ ュ
ー

、 そ の 後 も、 フ ェ ミ ニ ズ ム と黒人女性、 人種差別主 義 、 文化 な

どに つ い て 精力的に 執筆を続け 、 当時すで に 4 冊 の 著作が 出版 されて い た 。

　女性学の ク ラ ス が は じま り、 わ た しは 次 々 と 、 黒人 フ ェ ミニ ズ ム の 著作 に

出会うこ とに な っ た。 ア ン ジ ェ ラ
・
デ ィ ヴ ィ ス 、 ア リス ・ウ ォ

ー
カ

ー
、 オ

ー

ドリ
・ロ ー ド、

バ ー バ ラ ・ス ミス 、
バ トリシ ア

・ヒ ル ・コ リ ン ズな ど、 ア メ

リカ の 黒人 フ ェ ミ ニ ス トた ち。 そ して 、
ヘ イ ゼ ル ・カ ー ビ ィ 、 ク ム ・ク ム ・

バ ヴナ ニ
、 ア ヴ タ

ー ・ブ ラ
ー

、 プラ テ ィ バ ・パ ー マ ー な ど 、 イ ン ド亜大陸系

を含 む イギ リス の 黒人 フ ェ ミニ ス トた ち 。 読ん で ゆ くうち、 彼 女 た ちの 主張

が 「特殊」で ある とは思 えな くな っ た 。 む しろ 、 わた しに と っ て 、 黒人 フ ェ

ミニ ズム の 主張 は 、 こ れ まで 感 じて きた 「フ ェ ミ ニ ズ ム 」へ の 「違和感」 を

埋め て くれ る もの だ っ た 。 なかで も 、
ベ ル ・フ ッ ク ス

。 「ラ デ ィ カ ル 」 とい

う言葉 に 「急進的」 と 「根本的」 とい うふ たつ の 意 味が あ る な らば 、
ベ ル ・

フ ッ ク ス は 、 そ の ふ た つ の 意 味で 「ラ デ ィ カ ル 」 だ 。 「言 い に くい こ とを ズ

バ リ と言 う」 ラ デ ィ カ ル さ。 「黒か 白か 」的 な決 めつ け を避 けて 、
つ ね に、

よい 意味で 「脱構築的」で あろ うとする ラデ ィ カ ル さ。

　 わた しは 、 心 の なか で 、 喝采 した 。
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フ ェ ミニ ス トの 「常識」に挑 む

　 ベ ル ・
フ ッ クス は 、 主流派 フ ェ ミニ ズム の 「常識」 を 、 痛 烈 に批判 す る 。

　た と えば 、 「女 性 に と っ て もっ とも大切 な こ とは 、 家庭の 外で 仕事に つ く

こ とだ」 と主張 した べ テ ィ
・

フ リー ダ ン に向か っ て 、
ベ ル ・フ ッ クス は こ う

言う。

　 「こ の 社会で 女性が おか れて い る状 況 をあ らわす の に よ く引 き合い に だ さ

れ る 、
ベ テ ィ

・フ リ ー ダ ン の 有名な言葉 『名前 の ない 悩 み』は 、 実 際に は 、

あ る 特 定 の 集団 、 大学教育 をうけた 中 ・ヒ流 階級 の 結婚 して い る 白人女性 …

…
暇 を もて あ ま し、 家庭 に も子 ど もに も物 を買 うこ とに もあ きあ きして 、 も

っ と実 りある人生 をと願 う主婦 た ち… … の 悩み に つ い て 言 っ た もの だ 」

　そ して 、 そ うした 中
・上 流主婦 に と っ て の 「夫や子 ど もや家庭以上 の なに

か 」 とは 「キ ャ リア 」 だ とす る フ リー ダ ン を 、 そ うい う女性 た ちが キ ャ リ

ア
・

ウ
ー マ ン に な っ て 「外へ 出た」あ とで 「子 ど もの 面倒 をみ た り家事 を し

た りするため に 呼び入 れ られ る女性た ち」や 、 そ もそ も 「夫や 子 ど もや 家の

ない 女性 た ち」に つ い て 語 らない
、 と批 判す る 。

ベ ル ・フ ッ ク ス は 、 フ リー

ダ ン の 業績 を認 め る し 、 有 閑階級 の 女性 の 問題 も また 「現実」 で ある と認め

る 。 しか し 、 厂フ ェ ミ ニ ズ ム 」の 名の もと に 、 「白人」 「中産 階級 」の 女性 た

ちの 問題だ けが取 り上 げ られ 、 「性 差 別的な抑圧 の い ちば ん の 犠牲 に な っ て

い る 女性 た ち」が無視 さ れ る な ら 、 そ れ は お か しい
、 と言 うの だ 。

　 こ うして 、 黒 人女性 の 立場か ら 、 フ ェ ミ ニ ズ ム の 主流 を な して きた 「白

人 ・中産階級 フ ェ ミ ニ ズ ム 」 を批 判 しなが ら 、
ベ ル ・フ ッ ク ス の 視線 は こ こ

に とどま らない
。

　まず 、 「キ ャ リ ア至 上主 義」 フ ェ ミ ニ ズ ム が 、 大多数 の 女性た ち を 「フ ェ

ミ ニ ズム 」か ら遠 ざけて きた 、 と指摘す る 。 「白人 ・
中産階級 フ ェ ミニ ズム 」

が 「家庭 の 外 に 出て 仕事につ きな さい 」 とい うと き、 そ の 「仕事」 とは 「高

給の キ ャ リ ア 職」 の こ とで あ っ て 、 「低賃金 職に つ い た り家政婦 に な っ た り」

す る こ とを想定 して は い ない
。 しか し、 生活の た め に働 い て きた 、 また 、 働

か ざる を えなか っ た大 多 数の 女性 に と っ て 、 「仕事の 現実」 は 「高給の キ ャ

リ ァ 職」 とは ほ ど遠 い 。 体験 をとお して 「仕事 とは 個人 的満足 を得 られ る も

の で も解放的な もの で もない と承知 して い る 」貧 しい 労働者階級 の 女性 た ち

は 、 厂家庭 の 外 に 出て 仕事を」 とい う 「フ ェ ミ ニ ズ ム 」 に背 を向けた。 もし

も 「キ ャ リ ア 至上 主義」の 代わ りに 、 「女性の 働 く権利 を守 れ」とか 「女性

の た め の 職場環境の 改善 を」 と言 っ て い た な ら、 フ ェ ミ ニ ズム はすべ て の 女
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性の た め の 運動 とみ な され て い た だろ う、 とベ ル ・
フ ッ クス は言 うの だ 。

　さ らに 、 こ うした 主 流 派 フ ェ ミ ニ ズム の 「仕事」 へ の 態度 の 背後 に は 、 女

性 た ちが 、 自分 た ちの や っ て きた仕 事の 価値 を低 く しか み な い 傾 向が あ る 、

とベ ル ・フ ッ ク ス は指摘する 。 女性 た ちが伝統 的 に や っ て きた の は 、 低賃金

の 、 あ るい は無償の サ ー ビ ス 業 （家事 を含 む）で あ る 。 そ して それ らは 、 低

賃金 や 無償 で ある こ とが失敗や 不成功 や無能 と同義で あ る とみ な さ れ て きた

こ の 社会 で 、低い 評価 しか 与 え られ て こ な か っ た 。 伝 統的 に 、 「仕事」の 価

値は 「交換価値の 観点の み で はか る」 よう教 えこ まれ 、 「仕事を 、 尊厳や鍛

練や創造 な ど とみ なす よ うな態度」は培 われて こ なか っ た 。 抑圧 され た 集 団

に よ く見 られ る よ うに 、 女性 た ち もまた 、 強者が 押 しつ ける価値観を内在化

して きた の で ある 。 だか ら 、 フ ェ ミ ニ ズ ム は 、 伝統的 な 「仕事」概念の 上 に

立 っ て 、
い わ ば そ の 裏返 しと して の 「キ ャ リア至上主義」 に 走る の で な く、

む しろ 「仕事の 本質」を再考すべ きだ と 、
ベ ル ・

フ ッ クス は 言うの だ 。

「男性は敵」なのか ？

　もうひ とつ
、

ベ ル ・
フ ッ クス が 「男性 は 闘う同志」 と言い 切 っ た ときに も、

その 「常識破 り」に 、 わた しは喝采 した。 そ れ まで 、 フ ェ ミ ニ ス トの 「男性

敵視 」感情 に 違和感 を感 じなが ら 、 わた しに は 「それ は違 うん じゃ ない の 」

と言 えなか っ た 。 反男性感情 は 、 と きと して 、 「どれ だ けフ ェ ミ ニ ス ト的で

あ る か」 を測 る もの さ しの よ うに さ え扱わ れ 、 「そ れ は健全で ない ］ と感 じ

る こ とは 「男性 を免罪す る もの 」 と片づ け られが ちだ っ た 。 そ れ に対 して 、

ベ ル ・
フ ッ クス は こ ん なふ っ に言 っ 。

　まず 、 「女 は犠牲者」「男 は敵」 とい う主張 は 、 「男 と女 は対極 関係」 「女 が

強 くなれ ば 男は損 をす る」 とい っ た伝統 的な 「女性敵視」イデ オ ロ ギ ー の 裏

返 しで あ り、 男性 とと もに ポ ジテ ィ ブ な体験 を積み重ね る こ との 少 なか っ た

ブル ジ ョ ワ 白人女性の 「階級的特権を平等に与えて くれ ない 男性」 へ の 嫉妬

と怒 りの 表現で ある 、 と指摘す る 。 こ うした女性 た ちは 、 「あ らゆ る集 団の

男性 た ちを ひ と くくりに して 、 かれ らが男性 的特権 を平等 に分 か ち合 っ て い

る」か の よ うに主張し 、 「ブル ジ ョ ワ の 白人女性 は 、 性差別 の 犠牲 に なる こ

とが ある に して も 、 貧 し く教育 もない 非白人男性 に比べ れ ば 、 搾取 され抑圧

され る可能性が低 い とい う事実」 を認 め よ うと しな い 。 そ して 、 こ う した

「白人 ・
中産 階級 フ ェ ミニ ズ ム 」の 「反男性的 ス タ ン ス 」 は 、 なに よ りもせ

っ ばつ まっ た 生活上 の 必要か ら男性 と関 わ らず に い られ ない 圧 倒的大多数の
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女性 た ち をフ ェ ミ ニ ズム か ら遠 ざけ、 男女の 相互 関係 の 変 革の 可 能性 を閉 ざ

して しま い 、 また 、 共 に 闘うべ き男性の 参加を拒絶 して しま っ た 、 と批判す

る。

　 そ して 、 男性 と抵抗運動 を分 か ち合 っ た体験 を もつ 黒人女性 は 、 反 男性 的

な 白人ブ ル ジ ョ ワ
・

フ ェ ミ ニ ズ ム に共感 しなか っ たが 、 そ れ は 、 黒人 男性か

ら性差 別 を受けて い る とい う現実 を認識 しない か らで は な く、 男性 と共有す

る 闘 い が ある こ と、 また 、 性差別 的抑 圧 の もとで男性 もま た傷つ い て い る こ

とを知 っ て い たか らだ 、 と言 うの で あ る 。

　 しか し、
ベ ル ・フ ッ クス は こ こで 、 「性」 に対 して 「階級」 や 「人種」を

対置す る とい う 「古臭い 」手法 に陥 っ た り、 「だか ら 、 女性 も男性 も犠牲者

なの だ 」 と問題 を終わ りに した りは し ない
。

ベ ル ・
フ ッ クス は言う。

　「男性は 、 性差 別 に よ っ て搾 取 され た り抑圧 さ れ た りす る わ けで は ない が 、

その 結果 と して 苦 しむこ とが ある 。
こ の 苦痛 を無視 して は な らない

。 男性が

経験する苦痛は 、 男性の 女性 へ の 虐待や 抑圧 の 深刻 さを軽 減す る わけで もな

い し、 搾取的な行為に 対する男 性の 責任 を相殺 す る もの で もない が 、 それ は

変革の 必要性に気づ くため の 触媒 とな りうる」

　 そ して 、
こ の 「男性 の 苦痛」を分析する 。

　ま ず、 「貧 しい 男性 は 、 男 に生 まれ た こ とで 所有 して い る特権が ある の だ

と吹 きこ ん で くる性差 別 的 な イ デ オ ロ ギ ー を通 じて 社会化 さ れ て きなが ら 、

自分 の 人生 に そ うした利益 が与 え られ て い ない こ とに 気づ か され る」。 そ し

て 、 「自分が教 え こ まれ て きた男 ら しさと い う観 念 と 、 そ の 観念 に した が っ

て生 きられ ない 自分 との あい だの 矛盾」 に悩 む 。 そ ん な男性が 、 疎外感や苛

立ちか ら 、 女性 を攻撃 した り、 残虐 に扱 っ た り、 抑圧 した りす る こ と もあり

うる 。 そ うい う男性 は 、 特権 を行使 して い るわ けで は な く、 「自分 に唯
一

残

さ れ て い る 支配 の 形態 を行使す る こ とで 満 足 を得 て い る」 だけ で あ り、 「鬱

屈 した男 と して の 攻撃 を女性 た ちに向け 、 性差 別や 資本主義に 向け ない 男性」

は 、 自分 に はほ とん ど利益を与えて くれ ない 体制 の 維持 につ くして い る だ け

なの だ 。 「そ ん な男性 は抑圧 者で あ る 。 彼 は 女性 の 敵で ある 。 彼 は また 、 自

分 自身の 敵で もある 。 そ して 、 被抑圧 者で もあ る の だ」 と 、
ベ ル ・

フ ッ ク ス

は 言 う。

　 こ うして 、 男性が 、 「抑圧者 と して ふ る まい なが ら抑圧 されて もい るプ ロ

セ ス 」 を 、
ベ ル ・フ ッ ク ス は 、 なに よ りも 厂労働者階級の 貧 しい 黒人コ ミ ュ

ニ テ ィ の 男性 た ち」 に 見て い る 。 そ して 、 フ ェ ミ ニ ズ ム は 、 「支配 者階級 の

ベ ル ・
フ ノ ク ス と 凵本 の 私 た ち　 125

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Engaged Pedagogy Association

NII-Electronic Library Service

The 　Engaged 　Pedagogy 　Assoolatlon

男性 と、 性差別を支える よ う社会化 され て い なが ら 、 そ こ か ら人生 を豊か に

す る よ うな利益 を得て い ない 大多数の 男性 た ち との 関係 」 に こ そ注 目すべ き

だ と言 うの で あ る。

「フ ェ ミ ニ ズム を性 差 別的 な抑圧 をな くする た め の 運動 だ とす る と、 女性 も

男性 も、 少女も少年 も 、 平等に 参加 で きる」 と 、
ベ ル ・フ ッ ク ス は 言 う。 そ

して 、 「自分 に と っ て 否定的で 制約が 多い 特定の 男性役割を演 じな くて もよ

くな る とい う利益」 の ため に だ け 、 フ ェ ミ ニ ズム を支持す る よ うな 「男性解

放運 動」 を批判 し なが ら、 男性 に 向っ て 、 「果敢 に も性差別 と闘お うとする

男性 は 、 フ ェ ミニ ズ ム 運 動 の なか に居場所 を見 つ け られ る」 と 、 呼び か ける

の で あ る 。

ベ ル ・ フ ッ クス と 日本の私たち

　 これ 以 外 に も、
ベ ル ・

フ ッ ク ス の 主流 派 フ ェ ミ ニ ズム へ の 批判は広い 領域

に及 ん で い て 、 こ こ で その 全部 を紹 介す る こ と はで きない 。 また 、 その 後の

彼女 を他 の 黒人 フ ェ ミ ニ ス トとや や 色合い の 違 っ た フ ェ ミ ニ ス トに して い る

文化批 評 、 と りわ け映画や ラ ッ プ音楽な どを含 む 「黒 人大衆文化」 に 関す る

批評 に つ い て は 、 そ れ と して 語 る 必要が ある だ ろ う。 そ して 、 そ うした領 域

へ の 関心 と も関連 して 、
ベ ル ・

フ ッ ク ス が 、 黒 人 フ ェ ミ ニ ス トと して 、 真剣

に ポ ス トモ ダニ ズム に 向き合お うと して い る こ とは 、 わた しにはたい へ ん 興

味が ある 。

　黒 人 フ ェ ミ ニ ズム や ベ ル ・フ ッ ク ス を知 る こ とで 、 フ ェ ミ ニ ズム は わ た し

に と っ て よ り身近なもの に な っ た。 それ まで わ た しが 厂フ ェ ミ ニ ズ ム 」 と思

っ て い た もの は 「白人 ・中産階級 フ ェ ミ ニ ズ ム 」で あり、 そ の 「日本版 」で

あ る こ と を知 っ た か らで ある 。

　 フ ェ ミ ニ ズ ム は えて して 、 比較的め ぐまれ た女性 たちの 声をうつ す 。 それ

は 、
ベ ル

・
フ ッ クス の 言葉 を借 りれば 「ブ ル ジ ョ ワ ・

フ ェ ミ ニ ズ ム 」で ある 。

そ して 、 ア メ リカ に比べ て も、 高学歴 で経済力の ある め ぐまれ た女性 は ほ ん

の ひ と握 りで しか な い 日本の 地 で 、 「ブル ジ ョ ワ
・フ ェ ミニ ズム 」は どれだ

け有効なの だ ろ う？ ひ と握 りで ない 多 くの 女性た ちに呼びか ける ための 、 あ

た ら しい フ ェ ミ ニ ズム の 言葉が 、 必要 とされて い る よ うに 思 う。

　 わ た しが 女性学の ク ラ ス に在籍 して い た 、 ち ょ うど そ の 年の 夏 、 イギ リス

の 女性学ネ ッ トワ
ー ク の 総会が ポ

ー
ッ マ ス で 開か れた 。 その オー プ ニ ン グの

講演者の ひ と りと して 、
ベ ル ・

フ ッ ク ス が や っ て くる と聞い て 、 わた しはク
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ラ ス メ イ トとふ た りで 出か け て い っ た 。

　ポー
ツ マ ス は イギ リス 南西部の 港町で 、 そ の 町 中に あ る ポ ー

ッマ ス 大 学の 、

白大理石 の 円柱 と ライ オ ン 像の ある講堂が 、 会場だ っ た 。 夏 ら しい カ ジ ュ ァ

ル な、色 と りど りの 服装 を した数百人 の 女性 た ちで埋 ま っ た講堂の 壇上 か ら 、

ま っ 黒 な ブ ラ ウス に黒 い ス ラ ッ ク ス 、 大 きな赤 い 数珠玉 の ネ ッ ク レ ス を した 、

シ ョ
ー トカ ッ トの ベ ル ・フ ッ ク ス は 、 予 想 して い た よ りもや や 高い ソ フ トな

声で 「文化帝国主義」 につ い て 語 っ た 。

　実 を 言 うと 、 そ の と きの ベ ル
・

フ ッ ク ス の 話 も、 その 後 の 会議 も、 ぼ んや

りと しか覚 えて い ない
。 た だ 、 覚 えて い る の は 、 話 を聞 きお わ っ て講堂か ら

出た と きの 真 っ 青な空の 色 と 、 そ の あ とで ク ラ ス メ イ トとふ た りして 、
ベ

ル ・フ ッ ク ス を見た こ とに 興奮 し なが ら歩 い た海辺 の プ ロ ム ナ ー ドの 景色

だ 。 その ときの 、
つ きぬ け る よ うな解放感 を思 い 出す 。

　い ま 、 イギ リス か ら も、 そ して ベ ル ・
フ ッ ク ス の 住 む ア メ リカか ら もは る

か遠 くは なれた 日本の 地 で ベ ル ・フ ッ ク ス を読み なが ら、 かつ て な い ほ どベ

ル ・
フ ッ ク ス を身近 に感 じるこ とがあ る 。 ときに は 、 わた しに 代わ っ て 言 っ

て くれ る は ずの 彼 女 の 「ラデ ィ カ ル さ」 を 、 熱望す る こ と もある 。 で も、 同

時に 思うの は 、 「あた ら しい 『本 当の 』 フ ェ ミニ ズ ム 」を探 した り、 厂あ た ら

しい 代弁者」を求め た りする の は 、 もうや め よ うとい うこ とだ 。 フ ェ ミニ ズ

ム っ て 自分か らは じめ る もの だ と思 うか ら一 他 の 女性た ちや 男性た ちへ の

共感 を支 えに して 。

※本文中の 引用 は 、 すべ て 『Feminist　Theory ：From 　Margin　to　Center』（1984，South
End 　Press，　Boston）よ り。 訳は筆者に よる 。

※初 出 『くらしと教育 をつ な ぐWe 』（1998年6月号／ フ ェ ミ ッ ク ス ）

（ほ っ た ・み ど り／和光大学）
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