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宇井 ；環 境社 会学 に 期待 す る も の

環境社会学に 期待する もの

宇井　純

（沖縄大学）

　私が水俣病 を調 べ は じめ た の は、1959年

の 夏、水俣病の 原 因が 工 場排水中 の 水銀で は

な い か と疑わ れ て い る とい うニ ュ
ー

ス を聞い

たからで あ っ た 。 そ の 2年前、日本ゼ オ ン の

高岡工場で塩化 ビ ＝ ル 合成 の 工程 に い て 、 か

なりの景の水銀を工 場から流 した体験 を思 い

出 し、い っ た い そ れ位の こ とで本当におそ ろ

しい 病気が起る の か、自分が流 した水銀は大

丈夫か と い うこ とが気 に な り、水俣病を調べ

は じめた 。
い わば加害者か らの 出発であ っ た 。

　わか っ てみれば水俣病 の 因果 関係は比較的

簡単な もの で 、工 場の 中で有機水銀化合物が

副生 し、排水 とともに環境に出 て 、それが海

の 生態系 の 中で濃縮 され 、 人体に到達 した の

で あっ た 。 生態系の 中で なぜ 高次の 濃縮 が起

こ る の か は、理論的 に も興味の あ る問題 で は

あ っ たが、ビキ ニ の 放射能マ グ ロ や有機塩素

系農薬な どで す で に同様な現象が見つ か っ て

い て 、全 く新 しい 未知の 問題 で は なか っ た。

　 しか し患者 をとりま く社会の 反応 の 方は決

して 簡単 なもの で は なか っ た 。企 業城下 町 と

い わ れる ほ ど強力な企業が公害の 発生源で あ

り、被害者が漁民 とい う地域社会の 中で も周

辺 部に押 しこまれ た階層で あっ た こ と、強力

な労働組合が漁民 と対立 した こ と、自治体も

また企業 と労組の双方の 支配下 にある こ とな

ど、い ろ い ろな集団の 関係 と相互作用 、被害

者や 漁民の 運 動が直面する 困難、そうい っ た

問題はたしかに
一

工学徒 の 千に余 るもの で は

あるが、因果関係 を調べ る私に とっ て 全 く無

視する の に は 大きす ぎる 問題 で あ り、と もか
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くわか る と こ ろ まで は手をつ けて調べ て み よ

うと した
。 幸い な こ と に 、 大学院学生 と して

時間は 1’分に あっ た し、
一

時期は旅費なども

自分で かせ ぎ出せ る状 況が あ っ た 。 おそ ら く

水俣病の 真相が闇に 葬 られ る とする ならば、

私 たち、石牟礼道子、桑原 史成、そ して私な

どは、調べ た こ とを ど こ か に書 き残 して お く

責任は ある の だろ う。そ うだとすれば、わか

る こ とは何で も調べ 、記録 して お くこ とが仕

事で あろ う。 当時そ う語 りあ っ て 私た ちは 互

い に はげ ま しあ っ た 。

　少 しあ と に な っ て
、 飯 島伸子 さ ん か ら 、 そ

れが社会学の 方法とい うもの です と教え られ

た 。 それまで は 、学問 とい う意識はほ とん ど

なか っ たが 、 岩井弘融 「犯罪社会学』は
一

応

眼 を通 して 、参考に なる とこ ろ があ っ た。た

しかに公害も一
種の 犯罪 と考え て い い の で あ

る が、高度成長 の たけなわの 時期 に は 人前 で

はそんな こ とは言え なか っ た 。 しか しすで に

工 場側は 自分の 工 場排水で水俣病が 発 生 した

事実 は知 っ て い て 、外部に対 して は原因不明

で ある と言明 して い たばか りで な く、東工 大

や東大の 権威ある教授たちに研究費を支出 し

て 反論の ため の 研究 を依頼 し、中央官庁の通

産省な ど もそ れを支持 して い た の で ある 。

　 こ うい う組織の 挙動 と、そ の 中で の 個人の

行動が どんな もの で あ っ た かは、学問の レベ

ル で 客観的に調 べ る こ とは無理で 、 フ ィ ク

シ ョ ン として しか表現 で きない の だろ うか

と、石牟礼道子 さん と話 した記憶が ある 。 そ

の 中味が あ ま りに も不条理 で
、現実離れ を し
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て い て 、説明的な表現が不可 能であ る ように

思 えた の で あ っ た 。 石 牟礼 さん は そ こ を独 自

の 表現で つ き抜け て 、自分の 文学世界 を作 り

あげた 。 私はそれが出来ず に 、客観性の 枠の

中で対象を記述 しようと苦 しん だ 。 そ の 結果

は、ほ とん どジ ャ
ー

ナ リズ ム の 手法 と同 じよ

うな もの にな っ た。あるい は環境社会学 の 原

型の
一

つ と見 る こ と もで きた で あろ う。

　 こ の や り方で は 、起 きた こ とを記述す る こ

とが で きた と して も、それが何の 役に立 つ の

か 、 学問 と して 客観化の 素材に な り得る の か

とい う問 い に は耐えない こ と に なる 。 しか し

1960年代前半、高度成長期 の 裏側 にある現

実の あまりの 暗 さに 、そこ か ら
一

時的に の が

れるため に手をつ けた足尾鉱毒事件以来の 公

害 の 歴史 の 中で 、実は水俣病で 見た種 々 の 局

面が す で に 存在 した こ と に気付い て 、私 の

とっ た ジ ャ
ー

ナ リズ ム の 手法に は普遍性が あ

る と思 い は じめ た 。 そ して 不幸に して 新潟で

再発 した水俣病 に お い て は、まさ に第
・
の水

俣病 とまっ た く同 じ過程が繰 り返 され 、そ の

中で 各種の 客体が f想 した通 りに動 くに い

た っ て 、私 の 手法の 普遍 性へ の 確信 は ゆる ぎ

ない もの に な っ た 。

　だ が私は職業が 工学部 の エ ン ジ ニ ア で あ

り、社会学者で は ない
。 そ し て新潟の 水俣病

にお い て も、当面する課題 は 因果関係の 確定

で あ っ て 、それ だけで も私 の 手に 余る仕事

だっ たか ら、学問 と して の 展開は飯島先生と

い う心 強 い 仲間に まかせ て 、民事訴訟 の 法廷

を場 とした因果関係の 究明の ほ うに集中せ ざ

るを得なか っ た 。 そ の 後 も、現実に激化する

公害の 火消 しに追われ て 、学問的体系を考え

る どこ ろ で は なか っ た の で あ っ た。

　こ こ に はエ ン ジニ ア とい う仕事の性格 もあ

る。工学部で は、理論は物が作れ る程度にあ

れ ば よい の で あ っ て 、それ を こ えて 精密の度

小特集　環境社会学へ の ま な さ し

97

を競うような必 要 はな い の で ある。私は 不 幸

に して 若い こ ろ 日本の社会科学の 大方で 流行

した訓詁 の 学風 におそれ をな して 以 来、社会

科学に つ い て は拒絶反応を示す ように な っ て

しまっ た 。 公害反対運動の 中で も、理論が必

要に な っ た時 に は工 学的水準 で す ま して し

まっ た とい うの が 正直なと こ ろ で 、また事実

大体はそれ で 間に 合 っ た 。 た とえば本 日 どの

行動に優先順位をお くか とい う問題 に対 して

は、公害の 発生源で ある 加害者 と、水俣病で

い えば被害者の 力の バ ラ ン ス をどの ように変

え られるか 、何を した ら被害者に 有利に な る

か とい う判断で大体間 に合 っ た 。 しか もそ の

内容は、例 えば 80年代 まで 政 治の 世界で は

一
定の 説得力をもっ て い たマ ル クシズム な ど

とは全 く無縁の とこ ろ か ら出て 来た経験則の

ような もの が ほ とん どで あ っ た。「公害原論」

は そ うい うもの の 積み 重ね で あ っ た 。

　 もちろ ん 、経験則 で あっ て も、そ の 整理 と

客観化は必要で あ り、 それが な くて は未知 の

新 しい 問題 に適用が で きない 。 しか も公害問

題 は 日本の 外へ 拡散 をは じめ て 、特 に 発展途

上 国の 開発独裁 と結 び つ い て ひ ろ が っ て い

る 。 最低隈 の 理論化は、私 白身の 好み とは関

係 なく、今絶対 に必要なの で ある 。 精密で壮

大 な理論体 系な ど で は な く、今進行 して い る

問題を ともか く止め た り、減 ら し た りする た

め に何が役立 つ か 、差 し当た りの 手引 きで よ

い か ら今それ を用意 しなければ な らな い
。

　あ りが た い こ とに、飯島さん に よれ ば、30

年前私 た ちが水俣 と新潟で うろ うろ とさ ま

よ っ て い た時代 とは か なり様子が ちが っ て来

て い る とい う。 問題解決型の学問と して の社

会学と い うもの は 、まさ しく私が求め て苦労

して い た もの で あ り、そこ へ 若 い 研究者が た

くさ ん参入 して い る となれ ば、私一
人で 重す

ぎる責任を背負っ て 苦 しまな くて もすむ こ と
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になる。こ れは とて も心強 い こ とであ り、社

会学的な分析だ けで な く、他の分野におい て

も酬
’
究 の 余裕が ひろが る こ とを意味す る 。

　こ こ で研究に対する出発点の合意 として求

め て お きた い の は、研究対象の 歴史性を重 視

する こ とで ある 。 日本の 公害は 百年以 上 の 歴

史を もち 、 そ の 中で 豊富な体験が蓄積 され て

来た こ とを、我々 は 度 忘 れ て 、そ の ため に

大きな まわ り道 を して しまっ た の で あ っ た 。

第二 次世界大戦後、戦前 にすで に多くの犠牲

を払 っ た結果 と して ある程度ま で対策技術 も

形成 され て い た こ と に 、我 々 が気づ い た の は

1970年代に 人 っ て か らで あ っ た 。 そ れ まで

戦前はすべ て 暗黒時代だ っ た とする浅薄な歴

史観に よ っ て ．研究 もほ とん どな されなか っ

た こ とが、戦後 もまた何 もな い とこ ろ か ら再

出発 しなけれ ばな らぬ 失敗 の もと にな っ た。

　 こ れ に輪をか けて 時間を無駄に し、被害 を

拡大 して しまっ た の が 、口本 の 左翼政 党イデ

オ ロ ギ
ー

に共通に あ っ た、i定調和的理論万

能ギ義であ っ た 。 そ れに よれば、公害は資本

主義体制の 二 次的な矛盾で あ っ て 、杜会卞義

権力の もとで は 白動的に解決する 問題 で ある

か ら、それ 自体 をと りあ げて研究する ほ どの

価値は ない 。権力を奪取す る まで の 過渡期 に

利用すべ き社会問題 の
一

つ に過 ぎない とい う

もの であ っ た 。 こ の 考え方か らすれ ば 、 公 害

は選挙の 時に票 を集め る ため の 手段 と して、

ちょうど労働者階級の絶対的窮乏化 と同 じよ

うに 、な る べ く常 に存在 して い て ほ しい 間題

になる の であ っ た 。 さすが に人 Aitで公然とそ

う語 られ る こ とはそ う多 くなか っ たが、本音

の 話に なると新旧左翼に 共通 に こ の 思考が出

て 来て 、問題 そ の もの を掘 り ドげ る必要はな

い と い う話に な っ た
。 さすが に杜 会主 義経済

の実態が明 らか に なっ て か らは、こ の 種の 議

論は説得力を全 く失 っ たが 、 お そ ら く日本の
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左翼理論が現実 を無視 した こ とに よる政治的

な局面の 遅れは 30年位の 時間を無駄に した

こ とにな る の で は なかろ うか 。

　こ うい う回り道 を含め て 、問題 の 歴史性 を

必ず視野 へ 入れ た研究 を進め た い もの で あ

る 。 197〔〕年に 公 害問題 が光化学 ス モ ッ グ な

どマ ス コ ミに 身近な もの に な っ て爆発的に報

道が増 え、そ れに伴 っ て何百 か の 評論 を 1年

あ ま りの 問に読 まされ た こ とがある 。 そ の 中

で 読むにたえたもの の 比率は小さか っ たが、

そ こ に は必ず二 つ の 要素が あ っ た 。 それは問

題の 歴史的展開 に つ い て ふ れ て い たか否か

と、こ こ まで 公害問題 を激化 させ て しま っ た

こ とへ の 反省があ っ た か否か で あ っ て 、ほ と

ん ど こ の 二 つ が あ る か否か で読む値打が あ る

か どうか が 決ま っ て し まうほ ど決定的な条件

で あ っ た 。 ち ょ うどそ の こ ろ逢 っ た イバ ン ・

イリイチ が 「権力 をもつ 支配 エ リ
ー

トの 理論

は歴 史に ふ れな い 」と教え て くれ たが 、 こ れ

に はた しか に思 い あた る もの が あっ た e

　外来理論の 取扱 い に も注意 を要する 。
マ ル

ク ス 主義の 性急なあて は め に つ い て は前に の

べ た。1980年代半ば、岩波の 『思想』で 社会

運動の特集を した の で （『思想』第737 号 「特

集 ・新 しい 仕会運動」、 1985年 11月号）、 大

い に期待 して読ん で み たが 、凵本の 実例に つ

い て は全 く触れ て い な い の で 失望 した 。 あ と

で 議論 して み る と、政治的に微妙なの で敬遠

し、ア メ リ カ や ヨ
ー

ロ ッ パ の 理論 の 紹介に重

点をお い た との こ とだ っ た 。

　70年代前半に、日本経済調査協議会の 中

山委員会に所属 して い た東大の 松原治郎を中

心 とした研 究グ ル
ープが、公害反対の 住民運

動を研究テ ーマ と し て取 り上 げた こ とが あ っ

た が 、実は そ の 研究 費は 財 界か ら 出 され て い

た （『自卞講座』49 弓
’
、1975 年 4 月）。 私の

知 っ て い る運動体で も、
「

、 三の事例 が こ の
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研究の 対象に な り、内部の事情が企業側 につ

つ ぬ けに なっ て 苫労 した例が あっ た との ちに

聞 い た 。 調査に 当 っ た研究員に は別 に運動 を

抑 える 目的 はなか っ た の で あ ろ うが 、結果

と して は 調 査に協力 した 相手に は 迷惑 を か

ける こ とに な っ た 。 調査 の 結論 も、 住民運動

の 過激な もの は つ ぶ し、穏健 なもの は参加

させ る よ うな制度 を作る とい う、 治安的な

発想に立 っ た もの で あ り、住民運動に手 を

焼 い た行政や企業の 期待する通 りであ っ た。

しか しそ の こ ろ の 杜会学者 よ りは、もう少

し広 く日本 の 公害 の 現場 を歩 い て い る私 に

は、住民運動が成立する と こ ろ に はそれ だ

けの 条件が あ る と思 われ た 。 よ くい われ た

地域 エ ゴ イズ ム だ け で は 運動は 長続 きで き

ない こ とを身に しみ て い たか らで ある 。

　 しか し、現実 の 社会問題 と して 、政治的紛

争 に巻 き込 まれ る こ とをおそれ て い て は手

の つ け よ うが ない の で ある 。 政治的セ ク ト

ま で を含め て 、こ の 問題 の 中で ど の 集団が

どの ように動 い たか を分析する こ とは、20

世紀後半の 口本の 遺産 の
一

つ で あ り、そ う

感 じたか ら こ そ 、石牟礼 さん や私た ちは 、ネ

ズ ミ か ゴ キブ リが 読む こ とを期待 して 水俣

を調べ 、記録 した の で あ っ た 。 事態は私達が

考 えた よ りは るか に早 く、数年後 には第 二

水俣病が発見 された 。

　今 凵本の 公害問題は発展途上 国に拡散 し、

それぞれ の 地域社会の 固有な条件の もとに多

様 な展開を見せ て い る が 、発生源側の行動 は

お どろ くほ ど共通である u 被害の 否定、因果

関係の 否定、そ れが で きな くな る と被害の 過

小評価、御用学者の 動員まで 、円本で 我 々 が

見た と同 じ挙動が、異な っ た社会の もとで も

繰 り返 され る
。

こ うい う状況 の も と で は、日

本の 体験 をどう発展途 E国の 民衆の 間で 共有

するか が 目下の 急務 となる 。 特 に失敗の経験
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をどう客観化するかは、そ う楽な作業では な

い 。成功か失敗か の 評価 も、また短時間で は

で きな い 条件が ある 。

　た とえば水汚染に対する 公害反対運動や、

流域 ド水道 の 反対運動 を調 べ る と、十 中
．
ヒ、

八 は失敗 に終わ っ て い る 。 しか し過去 20年

の 工 業用水の 需 要 と、合併浄化槽の 開発過程

を考 えて み る と、運動の 圧 力が あ っ たため に

進行 した部分が大 きい 。もちろ ん政治状況が

変わ っ て い た な ら ば、もっ と早 く、先まで 進

行 した で あ ろ うと 思 わ れ る 状 況 は あ る。また

現在地方自治体 レベ ル で 、相当数の 興味ある

政策の応用が試み られ 、遠か らずそ の 結果が

眼に見え る形で 出て 来る だ ろ うと期待で きる

事例があ る こ とも事実である 。そ うい う政策

の 実験 も、地方 自治の 制約 の 枠内とは い っ て

もある程度 の 政治的自由度 の ある 口本で 、環

境社会学の研究対象 と し て分析さ れ た とき、

どの よ うな結論が出 て来る か は楽 しみ で ある。

　 くり返 して強調 した い こ とは 、 問題解決へ

の 志向をもつ 学問 の 効果 は 、そ の 対象 とする

問題に 限られる もの で はな く、そ の 背後に H

本の外に もこ れか ら起こ る 可 能性の ある 、い

くつ もの 問題 を含んで い る こ と で あ る。私 自

身は 、飯島さん の公害被害の構造とその ひ ろ

が りの 研究 に大い に教 えられ、そ の 理解が公

害の 予防運動 を展開する Eで の原動力の
一

つ

とな っ た。どの 段階 で 企業が どの よ うに動 く

か を読む こ とは 、運動の 中に 身をお くもの に

と っ て は死活 の 課題 に なる 。 荒畑 寒村の 『谷

中村滅亡 史』は 、今で も生 きて い る ばか り

か 、日本資本 の 挙動を予 測す るた め に、ア ジ

ア で役に 立つ 、とい う現実は 、 何 とか して私

た ちの 世代で変えなければな らない 課題であ

ろ う。私が環境社会学 に期待する もの は大 き

い
。
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