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象徴資本の 秘密／隠蔽における

ブル デュ
ー 「搾取モ デル 」 の 欠陥

　　　　　　　　　　　　 小原
一
馬 （京都大学大学院教育学研究科）

　ブル デ ュ
ー

の 資本概念に お け る 「秘密／隠

蔽 1 の 重要 性 は すで に 多 くの 研 究 者 に よ っ

て 、指 摘 さ れ て い る （Harker　 et 　 al ． 1990，

Calh ◎un 　et 　al ． 1993）。ブル デ ュ
ー

の 資本概

念 の 主 要な特徴 と して 、（1 ） 通 常、資本 と

み な され な い 、文化 資本 、 社会資本 な ど の 象

徴資本を、　資本 と して の 性 格が 隠 蔽 され た

「資本」 だ とす る こ と （2 ） 資本 と して の 性

格が隠蔽 され た象徴 資本 と、資本 と し て の 性

格 が 隠 蔽 され て い な い 経 済 資 本 と の 対 立

を 、 社会構 造 の 基 本軸 の
一

つ と して 認 め た こ

と、の 二 点が あ げ られ る 。
こ の 双 方 に お い

て 、「擲密 ／ 隠蔽」 は 積極的 な意義を果 た し

て い る 。

　 こ の よ うな 重要 性 を も っ た 、 象 徴資本の 「隠

蔽 され て い る j と い う性 格 は 、 しか し、こ れ

ま で 「誤 認 亅 と して 、
「象徴暴力 」 「象徴権 力」

とい っ た諸 概念 との つ な が りで の み 理 解 さ

れ て きた 。 すな わ ち、上層 階級 に よ る 搾取 と

い うマ ル ク ス 主 義 的 な文 脈 で の み 理 解 され

て きた の で あ る （ibid．）。 ブル デ ュ
ー

の 「秘

密／隠 蔽 亅 に 関 す る 理論 に は 、そ う した マ ル

ク ス 主義 的 な モ デル の ほ か に 、合 理 的 選択 モ

デル と して 分類 され うる 、筆 者 の い う 「寡 占

協謂モ デル 」が あ るに も関 わ らずで あ る （拙

稿 1997）。

　本発表 で は 、 ブル デ ュ
ー資 本概念に お け る

「葛密 ／ 隠蔽」 の 、
一

般的解釈 を形 作 っ て い

る と思 われ る 、こ うし た マ ル ク ス 主義 モ デル

の 根本的 欠 陥 を暴 く。我々 は 、こ の マ ル ク ス

主義 モ デル を 、
「搾取モ デル 」 と呼 ぶ こ とに

しよ う。

　こ うした 、 搾取モ デル の ル ー
ツ は、 マ ル ク

ス に よ る 反 経 済的 な 場 に お ける 秘 密の 分析

に あ る くMarx　 1944 ＝ 1964）。 マ ル ク ス は 、 こ

の 『経済学 ・
哲学 草稿』にお い て 、こ うした

秘密 を支配 の 脱 神秘化 との 関 係 で 論 じ て い

る 。
マ ル ク ス に よ れ ば、社 会構造の 変化 に 伴

い 、か つ て の 支配階 級 で あ っ た 地 主階 級 は 、

新 た に 勃 興 し た 支配 階級 で あ る 資 本家階級

に と っ て か わ られ る。こ の 変化 は階級 支配 の

す べ て の 基礎 を 、貨幣 に よ っ て その 本 質を暴

くこ とに よ り、 脱神稲化す る 。 こ の 代 替の プ

ロ セ ス は、新 旧支配階 級問 の 対 立 と して始 ま

り、資本家階級 の 勝利 と ともに 終 わ る 。

　こ れ が マ ル クス に よ る 本来 の 議論 で あ っ

た 。 こ うし た マ ル ク ス 主義的観点か らの 、ブ

ル デ ュ
ー

の 業績 は 、
「経 済資本 と象徴 資本 の

相互 変換可 能性 が、資本 主義 的 『合 理化 』に

も関わ らず 、どの 程 度依然とし て 存続 し 、 ど

の 程 度実際 に 、さま ざま な支 配 関係 を維持す

る、ほ か で 置 き換 え る こ との で きな い 機能 を

果た して い るか を、検討 す る こ と亅 とい うこ

と に な る （Nice　 1980　 in　 Harker　 et　 al ．

1990 ニ 1993 ： IO）． 言 い 換 える な ら、プ ル デ ュ

ーは 、資 本 家階級 と地主 階級 の 対 立 が
、

「公

然た る 自覚 的 な 俗悪」 で あ る経済資本 を基 礎

とす る階 級 と、「隠蔽 され た 、 無意識 的 な俗

悪」 で あ る 文化資本を基礎 とする階級 との 対

立 と して 、資 本主 義社会に お い て も続 い て お

り、 しか も こ うした 対 立は 、こ の 二 者間の 相

互 蟹存を通 し て 、下霜階級 の 支配 と搾 取に役

立て られ て い る 、 と考え て い るとい うの で あ

る 。

　こ の 解釈 は 、 ブル デ ュ
ーの 理 論 の 一 面 を正

しく捉 えて い る 。 ブル デ ュ
ーは確 か に こ うし

た こ とを語 っ て い る し、我 々 は その こ とを否

定 し ない 。 聞題 は 解釈 に で は な く 、 ブ ル デ ュ

ー
の 「搾取 モ デル 」 そ の もの に あ る 。

　ブル デ ュ
ー

の 「搾 取 モ デ ル 」 は 「秘密／隠

蔽 」 に よ る搾 取の 効果 を次 の よ うに 説明 す
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る 。 す なわ ち 、あ る 「場 」 に おい て所有資本

の 少 ない 者 は、「秘密／隠蔽」 が あ るため に 、

元 々 少 な い 資本 に見 合 うよ りも、さらに低い

社 会的位 置 しか 得る こ とが で きず、ま たその

逆 に 、所 有資 本 の 多い 者は 、元 々 多い 資本に

見合 う、 そ れ 以上 の 社会的位置 を得 る こ とが

で きる とす る 。

　 こ の モ デ ル の 第
一の 問題 点 は 、

ハ ビ トゥ ス

に 導 か れ た行 為の 戦略 的合理 性 を、下層階

級、あ るい は力 関係の 弱い もの に 、認 め ない

こ とで あ る 。
こ れ は 『実 践 感 覚』 （B 。 urdieu

l980＝1988） の 第三 章 「構 造 ・ハ ビ トゥ ス ・

実践 1 で の 、
ハ ビ トゥ ス の 、

「調整 され た 即

興亅 に よる戦略 的 合理性 の 仮 定 と、矛盾 す る

こ とに な る 。

　 こ れ よ り重大 な第二 の 問題 点 は、本来 、 そ

れ ぞれ の 「場」 にお け る、社会的地 位の 獲得

と表示 の 効果を基準と して 、人 工 的 に作 り 出

され た 「資本 i とい う概念 が、社会的地位 の

獲 得 と表 示 を行 う以上 の 実 体 と して 扱わ れ

て い るこ とに あ る。そ う、プ ル デ ュ
ーが し ば

しば批 判 を行 う、厂理 論 の 実体 匕］ が 、彼 自

身 の 理 論に 起 こ っ て い る の だ 　実体化 され な
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い 資本概念 に よれ ば 、 上 記 の よ うな現象 は 、

元 々
、 そ れ ぞ れ の 持 っ て い た資本 が よ り少 な

か っ た 、 あ るい はよ り多か っ た と考えれ ば す

む だ け の こ とだ 。

　あ くま で 「元 々 少 な い 資本 に 見合 うよ り

も、 さらに 低 い 社 会 的位 置 しか 得 られ な い ］

と い う奇妙な 現象が 、 起こ っ て い るとす るな

ら、それ を説明 す る ため に 、資本を運用す る

た め の 資本 とい う二 重 の 資本 概念 を作 り出

す 必 要 が出 て くる 。 しか し 、 よ り単純な説明

がで き る の に 、わ ざわ ざ 「資本 を運 用す るた

め の 資本 J とい うよ り複雑 な概 念 を作 り出 す

こ と は 、 不 必 要 だ 。

　ゆ え に、こ の よ うな実体化 と無用 な理 論の

複 雑 化 を避 け るた め に も 、「搾 取 モ デル 」 は

放棄 され ね ばな らない
。
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