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文化の 階層性 と文化的再生産

矯 本 　健 ：二 （日本学術振 興会 〉

秋永　簸
一

｛朿京 大掌大学 院 ）

．1 ．．文．化の 階層慌

　 わ れ わ 格の 社 会 に は さ ま ざ ま な形態 と 質 を も っ た 諸 文

化が イr：在 して い る．．・二才しら 諸 文化 は 、歴 史白く」
．
社 会的 そ

の 他の 理 由か ら 、しば しば 特定の 社会階 層 と結びつ き．

特定 の 社 会 階 層 を 支持 基 盤 と す る。し．か し、社会．論階 層

は
一

般 に 優劣の 関 係 を 持って い る．こ の とき．異な る形

態 や 質 を梼．つ 諸 文化は 、こ の 優 劣の 慨 偏か ら 自由で は あ

りえ ない ，．諸 文化は
・
定の 基準 に 従 っ て lili 価 され、序列

づ け られ るが ．．二 の 序列 づ け は 階 層間の 序列 と無関 係で

はな い の であ るe こ の よ うな 事態 を文化の 階摺 性 と 呼ぶ

こ と に しよ う．，す な わ ち ．諸 階 層 が 異な る文 化を祷って

お り．しか もこ れ ら諸 文化へ の 評価が 諸階雇の 序タllと関

連 して い る状態 で あ る．，

1 ・．玄 化の階贋性 ζ文f匕釣睡 産

　文化の 階層性は 文イζ的餌生 産 と 密接な関 係に あ る。こ

の 点 を検 討す るた め に は ．ま ず 「文 化的 再生 産 1 の 概 念

を確定 してお く必 要がある。

　文 化的再生産 とは ．文 化的な 諸過程 を通 じて f”再 生産

で ある。．こ こ で 再生産 と は 次の 2 つ の 過 樫を含 む．第一

は ．諸 階層の 世代的 再生 艦であ る ，こ れ は 諸個人が親 と

同
…

の 階 膚に 所 属 す る こ と を 通 じて ．．」
定 の 性 格 を保 持

した諮 階層が存続 し続け るこ とで あ る。第二 は、階層 構

造の 再生 産で あ る、．こ れ は 各 階層 の 成 員の 移動や 交代 に

か か わ りな く．諸 階層 周 の 関 係 の 構 造 が 維 持 され る こ と

で あ る
．
．．文 化 の 階 層性 は この 2 つ の 再 生 産 過 程 に 深 く関

わ っ て い る．．

　 rg−一に ．世 代 的 再生 産 に お い て は ．文 叱の 階 層 性 は 重

要 な 媒 介 過 程 と して あ ら btL る n 諸 階 層 は さ ま ざま な 社

会 的 護 異に よ っ て 定 義 さ れ るが ．こ れ ら の 革 異が
一．・・

度 ．

文 化的 著異に 変換 され た ．ヒで 子 に 1云達 さ
．
れ ．こ の 文 化的

差異 が子 が親 と 同．一の 階層 に 所属 ずる こ とを可能にす る

の で ある 。さまざまな制 約 か ら 経 済的 な資 本 を直 接に 相

続 す る こ と が困難 と な っ て い る 今日に お い て は．こ の 過

程 は 世代的 再 生 産 の 代 表 的な過 程 と な りつ つ あ る と 考 え

られ る．“1　JZに 、
．
橘造 の 再生産 に お い て は ．文化の 階 胴

tt三は 階 層楙造の 正統 1ヒの．1鰹要な 基盤 とな る 、文化の 階層

性は 文化の 優劣 の 評価 を
．
ともな うが．この 文化の 優劣の

意 識が 階 層 間の 格差 ・不．’ド等の t
’
［th化をもた らd’の で あ

る 、プ ル デ ．：尸．一は 1

厂
ごう．．1 樫度 の 儀い 、9［野 て

r
』 il1で 現

金 で 1帆屈なb呉楽 をfi；i
’
1∫
．
る L二と 4よ、・．・・

高尚で i先練 され．

項ム欲と は 無1剰係 ρ）優 珊監で E［冒8な 楽 しみ に満 ｝己ゴ
．
る．N 々 a ）

優趣性 を 承 認す る こ とで ある ．．これ が、芸術や 文化的消

貨が．意識的
・
意 図的で あ ろ う とな か ろ う と、祉会的 差

異を
．
iil統化す る と い うll：会的 機能 を果たすべ く仕［i・］け ら

れ て い る 岬lthで あ る。　1 （1197燭｝ 1’：la4 ：7D

3 ．調査の 慨要

　以．ヒの よ うな 文化あ階層 性 と文化的 再生 産の 岡題 に 実

証OtJ検討 を加え るた め ．オ）’
．
Lわ れ は 今年．5 ・6 月に 調 査

を実施 した。対 象は、都内 ・都下17 大学 の 学 隼。有 効

回 答は 1367。質周 内容は 舛象者 と そ の 親 の 文 化的活 動の

内容．対 象者の 文 化的括動へ の 志 向性、諸文 化活動へ の

評 価 、文 化 ・言語 に 関す る 知 識、授 業や 学習へ の 態 度 ．

職 業 評 価、進路意識 な どか ら成 る。諷 査の 実施   あた っ

た の は 橋本 ・秋永 の 他 、宮 島 　喬 （お 茶の 水 女子 大 学 ）、

藤田 英 典 （東京 大学 ｝、志 水宏 吉 （大阪大学 ｝で あ る。

今 回の 発爽 は ．．こ の 5 人に よ る共 同研究の
．一
環 で ある 。

．

こ ．の 調査 に あた っ て は 各大学 の 多数の 教 員〃）皆 さん i：OP

協力 を 1『1い た ．こ の 場 をか りて 感 謝あ意 を表 す る ，．

生 ，．週   猛 璽 竺量 ．舜 匁ギ

　文 1匕の 階 層性 の 構造 を明 ら か に ずる た め に は 、諮 文 化，

へ の 評 価 の 構 造 を明 らか に す る 必 要 が あ る 。こ の た め 今

回 の 調 査 で は ．い く つ か の 文 化 的 活 動 を例 示 して ．こ れ

ら を 1 上 晶 で あ る ］
．か ら 「上 品 で な い 」 ま で の 5段 階 で

評定 さ せ 、この 織 果 を ス コ ア 化 す る こ と を 試み た ．表 1 ．

は その 結 果 を示 した もの で あ る．、

　最も 高 く評価 さ れ た の は ．ク ラ シ ッ ク膏 楽 ．美術 ．短

歌 ・俳句 な ど古 典芸術に か かわ る活動であ り、こ れ に 中
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表 1　 文 化評 価 ス コ ア

ク ラシ ッ ク 壽楽 の コ ン
．
サートへ 行 く　

美 術 館 や 美 術 の 展 覧 会へ 行 く　 　 　
ピ ア ノ を 弾 く　　 　 　　 　 　　 　　
短 歌 一俳 句を造 る 　　　 　　　　 　

演劇 を見に い く　 　 　 　 　 　 　 　 　
フ ラ ン ス 科理の 店で 食 事 をす る 　 　

芸術や 歴 史にか ん す る 本を読む 　　
縊合雑 誌 ｛世譽

・
中 央 公論な ど ｝ を

手芸 や 木 工 ・模型 作 りな どをす る　　
映 画を見 に い く　　　　　　　　　
テ ニ ス をす る　 　 　 　 　 　 　 　 　

若 手作家の 小説 を読む 　　 　 　　 　

テ レ ビの 歌 謡番組 を見る　　　　　
カ ラオ ケ で 歌 う　　　　　　　　　
ス ポ

ー
ツ新聞 を 読む 　　　　　　　

筝 真 糴 誌 ｛FOCIJS・FRIOAVtrど ）を読
パ チ ン コ ・マ ージ ャ ン をす る 　　　

‡ ス コ ア は 各項 目の 回 答の 乎均 廼 を平均 50 ．漂準 傭差

　 10 に な るよ うに変換 した もの

間 的な性 格 を持つ 芸街で あ る 演 劇 と ．芸 術 ・歴 史の 本．

7 ラ ン ス 科理 が 続 く 、低 く評価 され た の は ．大 衆娯 楽 に

属 t る パ チ ン コ
・

マ
ー

ジ ャ ン とカ ラ オ f ．そ れ に 大衆 的
　　　　　　　　　　　　　　　亠
な マ ス コ ミで ある写 真雑 誌 と ス ポ

ー
ツ 新聞で あ る。

　 次 に こ の ス コ ア を 用 い て 各 回 答 者 の 文 化的 活動 の 内容

か ら 個 人 別 の 文 化 ス コ ア を 算 出 し．こ れ を属性 別に 集計

して 分 散 分祈 を 行な っ た e その 結果が表 2 で あ る。も っ

と も影 響力の 強 い の は 性別 で あ る。これ は ．パ チ ン コ
・

マ ージ ャ ン 、ス ポ ー
ツ 新惻 と い う、評価が 極め て 低 く 、

しか も通常 主に 男性 が行 な う

’
GLFに 言え ば ．女性 が 行 う

こ と は 適切 で な い と ．社会的 に み なされ て い る 1文化 的

表 2 ．属性 別平均文化 ス コ ア

07

　

一

膣

　
　

　
一

学

ザ

」
脚

廡
『冖一

丁瘤喜1踊 藤
…

． ，， 1黔 驂 ， ア

　　　　1労働者 ．農民
　 　 　 　 1　．一．一一T r．　　−1．

τ
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道
＊ 親階級は 準 ブ ル デ ュ
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方式に よる

零 η は 柑 関 比

活 動 が 算 出基 準 に 入 っ て い る こ とに よ る もの で あ ろ う、，

出身階級別 に み る と．も っ とも文化 ス コ アの 高 い の は経

宮．M−・　 1．，llnillの 出身
．n’．低 い の は労 働者 一農民 の 出 身者

で あ る。また、観の 学 歴が 高い ほ ど 木人の 文 化 ス コ ア が

高 い とい うか なりは っ き り した 傾向 が み ちれ る 。大学 生

は 入学の 時点 で選抜 され て い るか ら．出身階級や 親の 学

歴に よ る差は大 きくな らない の で は な い か と も予想 され

た が．結 果は 依然 と して 大 きな 着 が 存在す る と い う もの

で あ っ た ．大学ラ ン クに よる．差もか な り大 きい ．

　 次 に 、．文 化の 階 桝性 に 対す る 認知 をみ る こ とに し よ
；
1　．，

今 回の 調査 で は．6 つ の 賑業 を例示 して 、それ ぞ れ の 職

業の ひ とび と が どの よ う な 文 化 的 活 動 を 行 っ て い るか に

つ い て の イ メ ー
ジ を 1 多い ト

1
あ ま り 多 くな い 1 【 少 な

い 」 の 3 段階 で 尋 ね る 質 問 を設 け た ．そ の 結 果 を み る と ．

職 業に よ る 文化的 話動の 違 い が き わ め て 明確に 意識 され

て い る こ とが わ か る 。た とえば．「
ク ラ シ ッ ク の コ ン サ

ートや 美術館 ・展覧 会に 行 く 人が．
多 い 1 との Fiirsは．．企

業の 経 宮 者 ・役 煢 に つ い て は 33 ．6 ％ ．医 者 に つ い て

は 49 ．0 ％ に 達 す る の に 対 して ．．工 場の 工 員で は 2 ．

7 ％ ．農 業 で は 4 ．8 ％ で あ る。

　 表 3 ．は ．この 貿 問 へ の 回 答 か ら大 学 生 の 認 知 して い

る 各職業 の 文化 ス コ ア を算 出 した もの で あ る 。文 化 ス コ

ア と臓業 威信ス コ ア との 相 闃 係数 は O．902 で あ り．文 化

的 評価 と 職業評価 が強 く関連 してい る こ とが b か る e

表 3 ．各 職業 の 文化 的評価

医者

企楽の 経 営者 ・役員

農桑

大企業の 中堅社 員

工 場の 工 員
小売店主

55 ．05
51 ．98
46 ．89
45 ．67
43 ．74
43 ．49

巨亠 文1衄 階1螢覧と」蜚1劑殲董辺 正董止

　さて ．この よ うな 文化の 階贋 性 とその 認知1は ．階 簡媾

遣 の iE統 化 と ど の よ うに 閃 係す る で あ ろ うか 、，こ の 醐題

に ア Tu − 1一す る 1 つ の 方 法 と して ．今回の 分析で は．

諸闃人 の文 化的 活 動 へ の 評 価 の 構 造 と階居帰 属意識 、政

治的立 場 との 剛 係を 見る こ と に し た．、表 】．か ら 最 も高

く評価 され て い る 項 目 と最 も 砥 く 評 価 され て い る項 目 を

3 つ ずつ 選 び、それ ぞれに つ い て の 評価 を個人別に 見る 。
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そ し て．前者 と後 者の 評丗 の 点 散の 差 を と っ て ス コ ア 化

す る。つ ま り、
．

「．h品 」 な 文化的活 動 と 「 ヒ品 で な い 」

文 化的活 動 を どの 程度明 確 に 区別 して い る か に よ っ て 諸

個 人 の 評 価 の 構 造 を 区 別 す る の であ る。両 者 を 明 確 に 区 ，

別 し て い る 〔点 数 の 差 の 大 き い ） 人 は 強 い 評 価 の 構 造

を 、明確 に 区別 して い な い 〔点 数の 差の 小 さ い 〕人 は 弱

い 評価 の 構 造せ持 っ て い る もの とす る。表 4 ．は こ の 評

価 の 構造と 階層帰 属意識．政治的立場 と の 関係 を見 た も

の で ある。

表 4 、文化 的活 動 の 評 価 の 構造 と 社会意 識

階 層 帰 属 意 識

．

諍価 の 構造 　 　 上　 　中 の 上　中 の 中 　 中の 下 　 　 下

　

強
弱

　

の

の

強
中

中

弱

t3．3×　　 48．9　　　32，4　　　　
「
J．0

9．7×　　52，8　　　29．4　　　　7．9
7．t垢　　45，6　　 35．1　　　 9．3
8．8瓢　　 33，2　　 34，l　　 l「

」．　y

429000

ー

8

政 ．治 的 立 場

保 守 中 道 革新

　

強

弱

　
の

の

強

41
中

弱

26，3％
29．O％
30、5×
21．6％

0450D9345444 760431542223

　 強 い 評 価の 構 造 を 持 つ 者は 自分 が相対 的に 高 び階層 に

属 して い る と考 え 、弱 い 評 価の 構造 を持 つ 者は 相対的に

低 い 階暦 に 属 し て い る と 考 え る 傾 向 が あ る こ と が わ か

る。高い 階層 に 属 し て い る と 考 え る こ と は ltl己が 既 存の

社 会構 造 に 適 応 し て い る こ と の 表明 で あ る と考 え ら れ る

．か ら．強 い 評価 の 構造 は 社 会構 造の 正統性 の 承認 に つ な

が っ て い る とみ る こ と が で き る 。一方、政治 的 立場 に っ

い て み る と ．保守 的 な政 治 的立 場 に つ い 七は 明 確 な 傾 向

が 見 られ な い が ，革新的 な 政 治的 立場 を と る も の は 弱 い

評価 の 構 造 を持つ もの に 多 い とい うか な りは っ き りし た

傾向 が み られ る。政 治的 立場は 既存 の 社 会構造 に 対 す る

維持 1保 守 ｝も し くは 変 革 （革新 ）の 志 向性 を示 し、し

た が っ て L 譖 個人が既存社 会 の 1E 統性 を承 認 して い る 程

度 を 反映 し た も の で ある と考 え られ る。弱 い 評 価 の 構造

は 正 統性 の 非承 認 と む す び つ い て い る の で あ る。以 上 か

ら．文 化 の 階層 性へ の 評価 と 正 統化 の 関係に つ い て あ る

程度 の こ とは 示 唆 さ れた と み て よ い だ ろ う。

　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 （橋 本健 二）

6 ．文 ヒの
『『
歹1化 1，、

　 文化 の 序 列化 を促 す原 理 と し て ブ ル デ ュ
ーが 挙 げ て い

る の は 、 「必 要性 か ら の 距離 」 と い う眠念 で あ る 。そ れ

ぞ
．
れの 「文化 」 の 威信 は 実生活一Lの 物質 的 ・世俗的必 要

か らの 距 離 が 大 き い ほ ど高 く な り、威 信 の 高 い 「文 化 」

ほ ど、そ れ を 消 費 す る 際 に 自 己 N 的 化 の 契機 が 強 ま り、

手段 性 ・世 俗 性 の 原 理 が 否定 され る 、とい う の が ブ ル

デ ュ
ー

の 議 論 で あ っ た．彼の 議論が 正 しい もの で あ る か

否 か 、また ‘ 本 調査 で は 各 「文化」 へ の 評価 〔文化 威信

の 序列 ）を 「上品 さ 亅 と い うワ
ーデ ィ ン グに よ っ て 捉え

たが、 「上品 さ」 が そ れぞれ の 「文化 」 の 実生活 上の 必

要 か ら の 距離 の 大 きさ を 反映 す る も の で あ る か ど う か、

こ れ らの 問 題 に つ い て 検 討す る必要 が あ る。今 回の 調査

で は 直 接 的 に 「上品 さ 亅 の 意味内容 や各 「文化 亅 の 「必

要性 か ら の 距醗亅 の 人 き さ を調 べ る た め の 項 llは 川 意 し

てい ない 。そ こ で、SSM 調査 で も川 い られて い る 「重

視 す る 仕 事 の 条 件 」 に 関 す る 質 問項 目
．
の な か か ら 経 済

的 ・社 会的利 害に 関わ る 条件に つ い て の 項 目 と仕事 の 内

容 に 関 わ る 条件に つ い て の 項 目 そ 取 り出 して実 生 活上 の

必 要か ら の 距離 の 取 り
．
ノテへ の

一轂的な態度を示 す もの と

見 な し．そ れ と 回答 〜1の 各 「文化 」 へ の 評価 ．各 「又

化 」 に 関 す る知 識、文化 的活 動の 内容 と

’
の 関連 を 見る こ

と に よ っ て ．間 接的 に こ の 問題 を検討 して みた。表 5．．

1ヰそ の 結集 の
一・
部を示 し た もの で あ る．．

表 5 ．　 「文化 1 と 「実 生 沽 へ の 距 離 」

重視 す る fl：11の 条 件

文化 的活 動 地位 　　評 判　　能力 　　知 的

／

奏
会
演

楽

器

音

楽

曽展
画

・
映

館
／

術

会

美

覧

曹歴

）

・
誌

術

雑

芸

合
ー

総
書

／

銑

史

雀

聞

麻

新

・
ツ

コ

一
ン

ポ

チ

ス

バ

／

鹽140’6 一．05王 072u 幽048
．．

「049 冖−054’ ．057’，日9°9

．ll28’一．ll3層’ ．093朋，lo4’°

．18G帥 田 2051 一　．口4”

文化 に 関 する 知識 　 　地 位 　　評判 　　能力　 　知 的

家

者

曲

学

作

／

／

想

学

思

文

／

洋

家

西

画

学

能
文

芸
本
典

日

古

ド

手

ン

歌
　
ブ

ラ　．
ツ

ブ

ポ

一
車

オ

動

／

自

ド

／
　
オ

一
イ

ハ

デ

一．101鹽事　一．〔塑9了鄲・　　．053‘　　．149・．

一．059掌　 一．038

．05呂尋　　．024

．075’凾　 ．014

，035　 −．DOL

，061°　 ．039
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「地｛立」 ： 高収 人／高 い 地 伉
「評 判」 ： 失業 の恐 れ 無 し／ 世間の 評判
「能力 亅 ：能 力 発攤の 機会 ／ 自分 で 判断で き る
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　　「知 的 」 ： 物 を作 る 仕 事 ／知 的 な 仕 事

　　「非常 に 弔：要」 か ら F・ま っ た く 重要で ない 」 まで の 4

　 段階で 尋ね た 項llを 2 つ ず っ 合成 し て ス コ ア 化
・「文化 的活動 」 は 「か な りあ る 」 か ら 「な い 」 ま で

　 の 3 段階 で 尋 ねた 項 冒を 2 つ ず つ 合成 し て ス コ ア 化
・「文 化 に 関す る 知 識 亅 1まIll答 ・誤 答 に それ ぞ

．
れ 1点

・
　 0 点 を 与え 、ク ラ ス クー分析 に も と ず

．
い て 近 い も の と

　 う し を 合 成 し て ス コ ア 化
・数 値 は 柵 ヰ〜柑関 1系数
・榊 は 1 ％ 水 準 、．ホ は 5 ％ 水 準 で 有 意

　 仕
’
｝1の 条 件 と し て 「高 収 入 ／ 高 い 地 位 」 」 や 「失 業 の

恐れ 無 し／ 世間の 評 判 」 と い っ た、ど ち らか と い え ば 仕

’
トを r段 に し て 得 る 物質的

・1時俗 的 報 酬 を 1卩1視 す る 態 度

が 又 化評価 ス コ アの 低い （高 い ）文化 的活動 を行 な っ て

い る （い な い ） こ と と・正の 捐 関を も ち、　 「能 力発 揮／ 自

分で 判断」　「物 を 作 る 仕 事／知 的 な仕 事 」 と い っ た、仕

嘱の 内容 そ の も の の 享受 を 弔視 す る態度 は 文化 評 価 ス コ

ア の 高 い 1低い 1 文化 的活動 を 行 な っ て い る （い な い 〕

こ と と 111の 柑 関 を もつ 傾 向の あ る こ と が わ か る。．各 「文

化」 に 聞 す る知 識 や 評価 との 関連 に っ い て も、ほ ぼ 同様
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ；

の 傾 向が 見 られ る。各 回 答 者 の 「電視 す る 仕 事の 条 件．」

は ．性 別 を 除 い て 、属 性
．
（出 身階級 ・両親 学歴 ・所属 大

学 入学 難 易 度 〕 との あ い だ に は っ き り と した 関 連 が 認 め

られ なか っ た の で 、．一
応．それ らか ら独立 し た L 実生活

上の 物質 的 ・世俗 的側 面に 対 し て 回 答 者が示 す
一般 的 な

態度 と み なす こ とが で きる。こ の こ とか ら た だち に L 各

「文化 」 へ の 評価 の 高 さ の 序 列 〔文化威 僧 の 序列 ） が ブ

ル デ ュ
ーの 吝 う 「必 要性 か ら の 距離 」 の 大 き さ に よ っ て

定 ま る と い う確 証が 得 ら れ た わ け で は な い が、少 な く と

も．文化 評価 ス コ ア の 高 い 「文化 」 に 親 しむ ご t と、実

生 活 ヒの 物 質的
・世俗的 轍酬 に対 して 距離 を irtく態 度 と

の あ い だ に、あ る 程度 の 関 連 の あ る こ と が 示 さ れ た こ と

に は な る で あ ろ う。

表 6 ．　 「文 化 亅 の 世代 ［iu＄X承性

親の 文化 的沽動

　 　　 　 　　 　1
’
↑楽 会／ 美　読，iF−（芸術 　パ チ ン コ

本 人 0） 　術館 ・展覧 歴 史 ／ 麻 雀 ／ ス

文化的 活 蚰　 　会 ／ 映 画 　総合雑 誌 ）　 ボ
ーツ 新聞

r
’
f　 楽　 会　 ／

楽 　 器 　 觚 　 奏

美 術 酷
・1長

覧 会 ／ 映 画

読 書 （芸術 ・歴

史／総合雑 誌）

パ チ ン コ ・麻 雀
／ ス ポ

ー
ツ 新聞

．312 〔）
”

．3〔］21
噸’

1842
‘’

IG53
”

1丁76
”

．24呂ド
耳

一，OTt5巳膠　　一．012T

、0457’

、〔［468’

，胴 18

，251，6．°

7 ． 「 化 の 吐代 階 継∫ 寸 と 　層

　個 々 人の 行 な う文化 的活動 に 世代 間 の 類 似性 が との 程

度み られ る だ ろ うか。表6 ．は こ れ を示 し た も の で あ る

が ．い わ ゆる 「高級 文化 」 と 「大衆 娯楽 」 の あ い だ に 歴

然 と し た 境界 が あ り、そ の 枠内 で 継 承 さ れ る 傾向 の あ る

こ と が わ か る。ま た、回 答者本 人 お よ び親 の 双方 と も．

文化 評価 ス コ ア の 高 い （低 い ） 「文化 」 を行 な っ て い る

人ほ ど、社 会的 に 高 く （低 く）評 価 さ れ て い る属 性 を も

っ て い る 【資料 は 当 日 ）．さ らに ．・比 較 的 文 化 評価 ス コ ア

の 高 い と お もわ れ る 「文化 」　（た と え ば 「油絵 を描 く」

「作曲 や 演 奏を す る 」 な ど ） を や っ て み た い か 否 か （志

・数値 は 樌率 相 関 係 数
・ii は 1 ％ 水 準、噛 は 5 ％ 水準 で有 意

向性 ） に っ い て 尋 ね た rC　ILffに 対 す る 回 答 に も、各 回 答 者

の 属 性 お よ び親 の 行 な っ て い る 文化 的活動 と の あ い だ に

同様 の 関連 が 見 られ る。 「文 化」 へ の 趣味 ・嗜好 は 親子

の 間 で か な り継承 さ れ 、しか も、そ の 継承に 社 会階層 に

よ る 違 い の あ る こ とが わ か る 。

8 　 雪定 舮 器

　 以 上か ら、文化的再生産の 2 つ の 側面 （「世代的 再生

産 」 と 「構 造の 再生 産 」 へ の 文化の 関わ り）に っ い て、

ご の 程度 の 実証的検討が 加 え られ たこ とに なる で あろ う

か。と りあ え ず 暫定 的 なま と め を し て お こ う。

　 既 存の 社 会秩 序 は 物 質的 ・｝1町俗 的 報酬 の 分配 の 不均 等

（不 平 等 ） を 何 ら か の か た ち で IE 当化す る こ と に よ っ て

維 持 され て い る vIE 当化 の 原理 を文化 との 関連に 限 っ て

い え ば ．「文化 」 と 「職 業 」に 対 す る 評佃iは か な り　
．
致 し

て お り （4 ，）．ま た実 際 に、高 い 評価を 与え られ て い る

「文 化 」 に 親 し ん で い る 人ほ ど 高い 階層 に 属 し て い る

（文 化 の 階層 性 L し か し．そ の こ と が そ の ま ま di当化

の 原理 と し て 機能 す る わ け で は ない 。5 ．に 示 さ れ た

知 見 と と もに ．物 質 的 ・世俗 的報酬 に 与 か っ て い る 階

層が高 い 評価 を与え ら れ て い る 「文化」 に 親 しん で お り

（7 ．）、し か も、高い 評 価 を与 え られ て い る 「文化 」 に

親 しん で い る 人ほ ど物 質 的 ・世俗的報酬 に 対 して 距 離 を

置 く態 度 と親 和 性 を も っ て い る と い う （6 ．〕、・一
見 し て

逆説的 に 見 え る 関係 の な か に こ そ、文化に よ る社会秩序

の 正 当 化作 用 が 潜ん で い る とい え よ う。

　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　（1火ノk雄一
）
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