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　公 害問題 は，一
般 的 に 過去 の もの とみ な され る 風潮が 生 まれ て 久 しい

。 本稿 は
，

こ の 風潮 に 対

し，公害問題 は 地域社会 に お い て も，国 際的規模 で もい まだ に発生 して い る実態が ある との 問題

提起 をお こな っ て い る 。 さ ら に，国際的規模 に お ける公 害
・
環境問題 と地 域 規模 に お ける公 害問

題 を含め た 加害
一
被害 関係の 新 た な 枠組提示 も，各地 の 調 査結果 を踏 ま えでお こ な っ た 。

キー
ワ
ード　公害問題 ， 被害構造論 ， 加害一被害構造，

　　　　　　　　 国際的規模 におけ る公害 ・環境問題

1．は じめ に

　本稿 は，グ ロ ーバ ル な環境問題が世界的な解決課題 と し て提起 され，こ れ に対 して公害問題

は終 っ た との 言説 が い たる所で見 られ る ようにな っ た現時点で ，じつ は，地域 規模で の 公害問

題は依然 として 発生 しつ づ け，被害者が作 り出され て い る こ と，また，国際的規模で も，事態

は類似 し て い る こ と
， 国 に よ っ て

， ある い は 地帯に よ っ て は ，そ れ は ，むしろ 悪化 して い る こ

と に つ い て 論 じる。さ らに，地域規模 の 公害問題 と国際的規模 の 公 害問題 の 問に関連性が存在

す る こ とに つ い て ，加害
一

被害関係 を軸 に お い て 検討 し，国際的な観点か ら の公害問題 の 加

害一被害構造に つ い て検討する もの で ある 。

2．若干の 概念規定 ：公 害問題， 加害一被害構造など

　本論 には い る前に，本稿で使用する主要な概念で ある公害問題 ，公 害 ・環境 問題 ，加 害
一

被

害構造 につ い て規 定 して お きた い 。

　まず，公 害問題 とい う概念は，「生 物的化学的物理的な環境が 悪化 した 結果生 じ る多 くの 問

題 の 中で
， 主 と して 人間 とい う生命体 の 生命や健 康の 損傷 な らび に ，そ の 生活全 般の 重 大な変

容な どの ，もっ とも深刻 とみな される被害の態様 を伴 う現象 を表わす」 もの と して 使用 して い

る 。
こ こ で発生する 「被害」に は

， 原理 的に は
，

つ ねに 「加害行為」が先 行す る。しか し，現

実に は，社会的経済的政治的な理 由が主な障碍 と な っ て ，直接 的 な加害源が 特定 さ れ る まで に

多くの 時間が 費や される
ω

。 そ うした例は，社会学的に は
， 加害源 の 特定が 延引 され る状況
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を惹起 して い る関与組織や関与者 もまた加害的な存在 とみ なす 。

　 つ ぎ に
，

公 害 ・環境問 題 とい う表記 に つ い て 述 べ よ う。環境問題 とい う言葉 は，
一

般的に は，

環境が 悪化 した 事態が ひ と び と に と っ て 問題 で あ る と感 じられ る事態の 総称で あ り， 公害問題

の 上位概念で ある ． た だ し，「公害 ・環境問題」 とあわ せ て使 うと きの 「環境問題」は，こ こ

で 述べ た もの よ りも狭義に使 っ て お り， 広義 の 環境 問題 の 中 で ，公害問題 を除い た環境問題で

あ る こ とを強調 した い 場合 の用途で ある 。 「公害問題 を除 い た環境問題1 に区分 した 中に は ，

自然破壊や 砂漠化，野生動物の 減少 ， 河川 の 枯渇や汚濁 現象，景 観の 悪化をは じめ とす る多く

の 環境破壊現象が含 まれて い る。そ れ らの 環境 問題 は，こ ん に ち地球環境問題 と して言及され

る環境問題と重 な っ て い る もの も多 く， きわ め て 重要な問題 で ある こ とは 言 うまで もな い 。し　 ・

か し，公害問題 の 加害構造の 中核 に あ っ た企業や 行政 は
，

そ れ ら の 環境問 題 こ そ が こ ん に ち現

存す る 環境問題 で あ り，公害問題 は過去の もの で ある との 見方 を示 す こ と に力 を入 れ て い る 。

そ こ で
， 筆者 と して は

，
い ま だ に 発生 し，被害者に苦痛 を与え つ づ けて い る 公害問題が ある こ

と を強調す るため に は，公 害 ・環境問題 とい う用語 を選ん で使 っ て い る の で ある 。
つ まり， 公

害問題をと くに取 り上 げて印象付け る必 要があ り，か つ ，公 害問題以外の環境 問題 も併せ て表

現 する必 要が あ る場合 に，公害 ・環境問題 とい う表現 をと る もの で あ る 。

　最後に ，加害
一
被害構造 とい う概念に つ い て 述べ て お く。 加害 一被害構造 は，「さ まざまな

人間活動の結果 として 発生 し た 環境悪化が，ひ とび との 健康や生活に 悪影響 を及ぼ し，そ こ で

生 じた健康被 害や生 活被害が，もろ もろ の杜会的関係の なか で 連鎖的に拡大 し て い く事態の総

体 を，加害行為 と被害現象 との社会的な関連性 を基軸 と して 考える枠組」で ある。公 害問題 は ，

こ れ を構造的に把握す る な ら ば，構造的な加害が あっ て 構造 的な被害が生 じる関係 が存在す る。

構造 的 な被害を構成 す る個 々 の 被害現象は，構造的な加害を構成する個 々 の加害行為に対応す

る形で 作 り山 され る 。 加害 の 構造 と被害 の 構造 を総合 した の が加害一被害構造 で あるが ，こ れ

は ，小 は 地域社 会の 規模 か ら，大は
一

国全体 の 社会構造，あ る い は国際的な国家 間の 関係構造

ま で に 及ぶ もの で あ り
， 輪郭的に は

，
そ れ ぞ れ の 社会規模 の輪郭 とほ ぼ重 な る 実 態に あ る とみ

なすこ とが で きる 。

　加害
一
被害構造 と い う概念が環境社会学 の 分析枠組 と して成立 する に つ い て は，筆者が提示

して きた被害構造論が反映され て い る と考えら れ る が ，
こ の点 につ い て は

，
の ちに取 り上 げる 。

加 害一被害搆造 とい う分 析枠組 は，環 境 問題 の 分析 枠組 と して 受益 圏 ・受苦圏概 念 （梶 田，

1988 ；海野，1993 ；舩橋，1998）がそうで ある よ うに ，環境問題の 中で も，と くに公害問題の

分析装置 として切れ味が 良い もの で ある と考える 。

3．公 害問題の 二 大社会構造 としての 加害構造 と被害構造

3．1．加 害構造 ・被害構造とい う概念の 成立過程

　 こ ん に ち，実情 は依然 と して 深刻な被害が発生 する ケース は世界的に も後をたた ない の で あ

るが ， 言説 と して は
， 公 害問題 は終 っ た とする見方が広 まっ て い る 。 そ の 状況の 中で

， 宮内氏
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が 指摘する よ うに，フ ロ ン や地 球温暖化 ，
一

人
一人の 心が け，

ボ ラ ン テ ィ ア な どが 「物語」の

主役 とな り，い っ ぽ う，そこ か ら慎重 に除外 された もの には，原 発，プル トニ ウム ，ダム など

とと も に，加害者と被害者とい う図式や住民運動 ， 差別 と不公正 な どが あ る 。 宮内氏は，こ う

した 「物語」が
一

方的に流布 して い る理 由の
一

つ に，加 害者一被害者図式が単純に は成立 しな

くな っ た と い うこ とが あ る と み なされ る が ， しか し
， 加害者

一
被害者図式は重 層化 して きた の

だ と論 じ て い る （宮内 ，
1998）。

　筆者 も，公害問 題 は ，
一時期の よ うに劇的な形で こ そ現れ な くな っ たが，以前よ りも加害 一

被害構造が 潜在化 しつ つ ，依然 と して 存続 して い る と み な し て い る 。 見え に くくな り，そ れ だ

けに加害一被害構造が い っ そう複雑化 して きて い る公 害問題 の 存在と 問題点 を
， 見え る もの に

して示すの は社 会科学の責務で あ り， 同時に ， また
， 入間社会の 営み が環境 を悪化 させ て きた

結果 と して 生 じ て い る公害問題や 環境問題 を，人 間社会 との 関連にお い て解 き明か して い くこ

とを 目的 とす る環境社会学の 責務で もある 。

　筆者 は，公害問題 に代表 される ような被害者が作 り出され る事件は，加害構造 と被害構造 と

い う．r．大構造に よ っ て 形成 され て い る との 見方を と っ て きた し，それ に関連 して被害構造論 と

い う公 害問題 の 理 論枠組 を提示 して もきた 。 こ の
．
．一：大構造は ，加害構造があ る こ と に よっ て被

害構造 が 出現する とい う因果関係 を伴 うもの で あ る とともに ，被害構造は加害構造 の 裏返 しの

関係 に ある とい う不即不離の 関係 に もある 。 そ して
， 公害問題の 二 大社会構造 に 内在す る こ の

二 大特徴は
， 加害構造が消滅 し な い か ぎり被害構造の 解消は あ りえな い と い う命題 を も示 し て

い る D

　筆者が 「加害構造」には じめて言 及 した の は
， 先述 した く 消費環境 の 有害化 〉

〔2
’
1
に よ っ て

消費者に 健康被害が発生 した例で あ る薬害被害 を調査研 究する 過程にお い て で あ り，1972年の

こ とであ っ た 。 筆者が 目的 として い た の は，薬害被害者の 被害を把握 す る こ とを通 して加 害側

の 発生責任 を明確 に示す こ とで あっ た。そ の よ うに考えた の は
， 被害者に対する調査 を通 して ，

因果 関係が政府に よ っ て 認め られ な い で い る間に発生 す る派生的 な被害が，被害者 の 苦痛を増

幅 し，生活の さま ざまな面 で の 困難 が多発 して い く状況に衝撃を受けた こ とが直接的な動機で

あ っ た 。 被害者に対する調査 を重 ね るほ どに，被害 を発生 させ たうえ に，被害者を救済する 方

向で は な く，結果 と して ，被害者 に負担や 苦痛を与 える方 向で動 い て い る行政や企業，学問 の

あ りか た に 疑 問 を感 じた の で ある 。 被害を的確に把握 し，問題解決の 方向を示す うえで，そ も

そ もの 被害の 原因者で あ り増幅体で あ る加害構造 の 構成要因で ある行政や 原因企業 ・経済界 な

ど に対する分析が肝要で ある こ と に気づ きも し た 。 当時の研究 の 中心 は ス モ ン 被害 の 解明 で あ

っ たが，そうした被害を発生 させ ，被害を増 幅 して い る社会的な構成要素 に つ い て も指摘 をお

こ な っ た もの で ある 。 こ の 時，小稿の タ イ トル に も 「加害構造」 とい う言葉を使 っ て い る （飯

島，1972）。

　そ の 後は，再度，課題 で あ っ た被害研究 に 戻 り，ス モ ン 患者 ・家族の 損害 を，   身体上の 損

害，  身体上 の障害の 発生 に伴 う口常生活上 の支障，  経済的，財産的損失，  職業をめ ぐる

損失，  人 間関係 の 悪化や破綻 ，  生活設計 をめ ぐる 損失，  精神的被害 と い う7項 目 に よ っ

て説明 し， 図1の よ うな被害関連図を作成 した （飯島，1974 ，1976a ）。
こ の 被害の 図式お よび

7

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

飯 島 ：地球環境問題時代 に お け る 公 害 ・環境 問題 と環境社 会学

図式の 基礎に ある さ まざまな杜 会 的関係は，1960年代後半か ら開始 して い た公害問題の代表例

の
一つ で あ る水俣病被害に つ い て も，また

，
ス モ ン調査 と平行 して進め て い た三井三池炭坑炭

塵 爆発事故に よ る
一

酸化炭素中毒患者や家族 の 被害とも，たぶ ん に共通 す る点があ る と思 われ

た た め ，の ちに，こ の 3つ の 調査 結果 を突 き合わせ る こ とを通 して 被害構造論 を提示する に至

っ た （飯島，1979， 1984）。 加害
一
被害関係 とい う切 りか た をする と き，こ の 3種類 の 問題 は，

驚 くほ どに
一致 して い た。

3．2．被害構造論

　被害構造論 は ，社会学 がす で に 理論枠組 と して有 して い た生活構造論に ヒ ン トを得て 構築さ

れた （青 井 ・松 原 ・副田
，

1971）。 生活構造論 に お い て は
，

生 活 の 重 要 な要素 と して ，生活時

間 ，
生活水準，生活閧係 ，生活空 間な ど が提示 され て い たが，筆者は， こ れ ら の要素の 中か ら

生活水準，生 活関係 と い う考え方 を借用 し ， あ らた に生活設計 とい う要素を加 え， 健康被 害に

端を発 した公害被害が修復 され な い 状 態が継続す る こ とに よっ て 生 じる被害を構造的に把握す

る枠組 を被害構造 と して提示 した の で あ っ た （飯 島，1982）。

　 こ の 時点で ，被害構造論 に お い て 筆者がお こ な っ た 中心 的な議論は次の 5点に 集約 され る 。

第1点は ，被害者お よび被害家庭 は生 命や健康の危機 に面 した だけ で な く，
一

家に健康被害者

が発生 した こ とに由来 して最終的に は所属階層が下 降す る な どの 生活全般 へ の 著 しい 影響 を受

け る構図が ある こ とを，被害者 と被害家庭の 実証的な調査 を通 して 示 した こ と で あ る。多数の

事例が示 した こ と は ，健康被害を発端と して ，生 活水準構造，生 活設計構造 ， 人間関係構造な

ど，人 間の 生活構造の 中核的な部分 が 派生 的に著 し く損傷 され
， 被害者 と被害者家庭 は，経済

的，社会的，精神的 と い う三重苦 の 重圧 に耐え ざる を得なか っ た とい う実態で あ っ た 。 健康被

害か ら生活被害へ と い う被害図式 （図 1）に よ っ て凝縮 的に示 した もの で あ る被害構造 とい う

とらえ方は，ス モ ン 裁判 に患者側証人 と して 筆者が出廷 し，証言 する際 に も中心 的な応答の 的

とな っ た 。

　第2点は，被害構造は，加害構造に よ っ て 作 り出 され て い る こ とへ の 言及で ある 。 被害構造

の 飼々 の 被害現象は，加害構造の 個別要素の 動 きに対応 して発生 してお り，それが全体 として

構造 を形成 して い る の で あるが，被害構造 を解決するため に は，こ の 加害構造 を消滅 させ なけ

れ ばな らな い 。 しか し
， 加害構造は国家 自体で ある場合や ，経済界全体で ある場合，ある い は

そ の 双方 で あ る場合 な ど，い ずれ に して も，被害者個 々 人 に とっ て は，対決する ため に は，あ

ま りに も巨大な存在で ある 。

　第3点は
， 健康被害か ら生活被害へ と派生する過程 に，被害 の 深刻 さや被害 の 派生 的拡大 を

加減 す る 機能を果 たす社 会 的要因が働 い て い る こ と，そμらは
，   被害者の 家庭 内に おける 地

位 ・役割 ，   被害者本人 ある い は そ の 家族の社会的位置 や社会的階層 ，   被害者本人 ある い は

そ の 家族 の 所属集団の 三 つ で ある こ と を指摘 した点で ある 。

　第4点は
， 被害が 被害者 とそ の 家庭に と どま らず ， そうし た家庭が 多数作 り出さ れ る こ と に

よ っ て 地域社会の 活力の低下 をもた らす関係 に つ い て指摘 した こ とで ある 。 被害は ， 被害当事

者 に とっ て 最も重大な損害で ある が ，被害者が 多数作 り出 され る事態が社会 に与え る構造的な
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図 1　健康被害の 受害 に始 ま る関連被害図式

生 活設訓の

変更

生 栖水準 の

低下

出典 ：飯島 （1976a ）

影響 もまた軽視する こ とは で きな い こ とを指摘 した もの で あ っ た 。
つ ま り，被害は，被害者 自

身の 問題 で あ ると ともに，地域社会 にと っ て も被害で ある こ と へ の 認識 をうなが した もの で あ

る 。

　第5点は
， 歴史的な事実が示唆 して い る こ とは，加害構造 を打破す る きっ か けは，被害者 自

身 と被害者を支援す る ひ とび とか らなる集団的 な行動 の 中に見出さ れ る こ とで あ り， その 時点

に お い て
，

こ の 方法こ そ が 唯
一

効果的 とみ な され た と い う点で ある
ω 。

　こ の 5つ の 論点は ，公害問題 をめ ぐる加害一被害構造が
，

よ り複雑化 し，重層化す る傾 向に

ある こ ん に ちに お い て も，ほ とん ど そ の まま適用 で きる論点で ある と考え て い る 。 た し か に
，

1960年代か ら70年代 にかけ て健康被害が 多発 して い た時期 に較べ て 公 害問題 を含め て 環境問題

が ，よ り巨大化 し，よ り多様化 し，そ うした 中で ， 健康被害の 因果 関係 の確定が
．一層困難に な

っ て は い る 。 また
， 加害搆造は，よ り見え に くくな っ て もい る。しか し ， 具体 的な現 象に は違

い があるが，加害構造 として の特徴 は，ほ とん ど変わ っ て い な い と考 え られ る 。
こ ん にち の加

害構造 に つ い て は後述 す る。

　被害構造論 をめ ぐる そ の 後の動 きの
一

つ は，新潟水俣病未認定患者問題 の 調査研 究 の まとめ

に際 して ，共 同研 究者 の 舩橋晴俊氏が ，筆者の被害構造枠組を下敷 きに して 新潟水俣病未認定

患者の被害構造に つ い て ，よ り詳細 に分析 を行 っ た もの が ある （飯島 ・舩橋，1993）。他の ひ

とつ は，筆者自身の 試み で ある 。 それは，当初の被害構造論が ，被害者個人 とそ の 家族か ら地

域社 会ま で の 比較的に小規模 な範囲に適用 され うる 理論枠組 で あっ た もの を
， 加害構造 との 対

応関係 を検討する 方向で
， 国際的な環境問題 に まで 適用範囲を拡大する視点を示 した もの で あ

る （飯島，1993 ）。
た だ ，こ の 議論は ，そ の 後 ， 展 開 さ れ ずに こ ん に ち に 至 っ て い る の で

， 本

稿で
， あ らため て検討 を進め る こ と に した い

。
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環境問題 と環境社会学

4．地球規模 で展 開する公害 ・ 環境問題 と加 害
一
被害関係枠組

4．1．国際的な公害 ・環境問題検討の方法的基礎 に つ い て

　筆者は ， 囗本国内 で は，公害 ・環境問題の現地で の調査を い くつ も実施 して きたが ，1970年

代半ば に，経済学者の 宮本憲 教 授 を団長 とする カ ナ ダ 先住民族 の 水銀 中毒問題調査 団に参加

した とき以来，日本の 公害 ・環境問題 の 特徴 を世界的な枠組 の なか で と らえ る た め に も， 諸外

国の 事例の 調査が必要で ある こ とを痛感 して い た。しか し，外国 に お け る調査 を本職 と して い

なか っ た研究者が外国 の 調査 を開始す る ため に は，費用 的 に も
，

人的資源の 面で も
， 情報面 で

も，言語 面 で も，さ ま ざま に 障碍が あ り， 簡単 に始め ら れ る こ と で は な か っ た 。そ れ で も，

1980年代初め に は
，

ア ジ ア の 数 力 国を 訪問 し，公 害問題 の 現場 を見て 歩 くこ とを開始 したが
，

本格的 に社会学的調査 を開始する ま で に は ，それ か ら10年余 とい う調整期間が必要で あっ た 。

1990年代 に は い っ て ア ジ ア諸国 の 調査 を実施す る条件が ようや く整い ，90年代後半には，ア ジ

ア や オ
ー

ス トラ リア の 少数 民族 や 先住 民族 の 居住地帯で 発生 して い る公害 ・環境問題 を調査す

る機会に も恵まれた 。 しか し，外国で の調査に は，自国内で 実施する場合よ りも，はるか に時

間と手 間がかか る の が 常で ある 。 日本国内を調査地 と した場合で も長い 時間を要するの で ある

か ら，よ り多 くの 障壁 や障碍 を伴 う外 国の調査が ，日本国内の 場合 よ りも容易で ある はずは な

い
、 そ こ で ，筆者は，外 国の公害 ・環境問題の 調査は ，日本 との 関係 に的 を絞 っ て 実施 して き

た 。 したが っ て ，本稿で も，日本の 関与 の あ り方を軸 と、して ，目本 の 問題 との 比較の視点 を維

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持 しなが ら，国 際的な公害 ・環境問

表1　国際 的公 害
・
環境問題 の諸要因と

　　 　　 加害
一

被害関係

妛　 　因 加害 主体 被 害主体

近 代化度 格差 要因

一一一一一一一一一一一一一

　　 助 長要 因1

　 産業格差 要囚

　　助 長要 因2

　 地域格差要 因

　高度近代 化諸 国

一一一一一一一一一一一一一

　　第二 次 産業

　　 公共事 業

　　　者防 　　1
　　　　　　　　　1
　 　 　 　 　 　

〔一一
「
−1

　 近代 化途上 諸国

一冖一一L1− ．一一一一一一

　　 第一次産 業

　　 　 農村

人種 ・民族格差 要因 支 配的人種 ・民 族

　　　　　　 、〔广一．

先 住民 族

少 数民 族

軍 事力格差要 因 強大 軍 事国
・集 団

　 一一「一

弱小軍 事 國
・集 団

階層 格差要 因　 　1

　　　　　　　　！
エ リ

ー
ト集 団 非 エ リ

ー一
ト集団

題 を検討 する こ と に な る。

4．2．国 際的規模 に お け る 公害 問題 の

加 害
一

被害構造枠組

　現時点で ，こ れ まで の 調査結果に

もとつ い て ， 国際 的規模 に まで 拡 大

した公害問題 に おける加害
一
被害構

造の 枠組 に つ い て集約的にまとめ る

な らば，表1と 図2の ようになる。国

際的規模で 発生 して い る公害問題や

環境問題 は ，人 間 の 行動が基底 にあ

っ て 発 生 し て い る の で あ る が
， 表

1 ・
図 2は

， そ の 行 動の ど の よ うな側

面 が と くに 重大 に 関与 して い るか に

つ い て まとめ た もの で ある 。

　表 1で は
， 国際 的規 模 の 公 害 ・環
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境 問題 の 主た る 要因と し て ＜ （産業　　　　　　　図2 国 際的 規模 の 公 害 ・環 境問 題

格差）お よび （地域格差）と い うニ　　　　　　　　　
ーその発 生 の 社 会 的要 因 構 造

一

大助長要因を，その 中に擁す る近代

化 度 の 格 差 〉 ，
＜ 人 種 ・民 族 格

差 〉 ，〈 軍事 力格差 〉 ，＜ 階 層格

差〉が ある こ と，それぞれ の 要因を

構成す る加害主 体 と被害主体は 各欄

に記 し た ような もの で ある こ とを示

す もの で あ る。表 1で は
， そ れ ぞれ

の 要因に つ い て 並列的 に 記 し，各要

因が，公 害 ・環 境問題発生 に対 し て　　　
有する 重要度 （加害度）は 示 して い

な い が ， それ は
， 図2 に よ っ て 補 う

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

こ とが で きよう。 　　　　　　　　　　　　

　 図 2 に もとつ い て ，国際的規模 に

お ける公 害問題 の 加害一被害構造枠

組 に関する 考察 を述 べ よ う。

　図 2で 示 して い る の は
，

＜ 近代化

度の 格差要因〉 こ そが ，国際 的規模で 公害 ・環境問題が発生 して い る も っ とも基底的な要 因で

ある と い うこ とで あ る。そ の 中 に は ，こ れ を助長する 重大 な要因 と して の 〈 産 業格差 要 因 〉

（助長 要 因 1） と〈 地域格差要因〉 （助 長要因2）も含まれ る。こ の 基盤的な巨大な要因と密接

に 関連 して い る の は ，第 ＝ 次要因の 〈 人種 ・民族格差要因〉 とく軍事力格差要因〉 で ある。こ

こ まで は
， 世 界的な権力1掲係が，た ぶ んに反 映さ れ て い る が

，
〈近代化度の 格差要因〉 の 助長

要因と して の 〈 産業格差要 因 〉 とく 地域格差 要因〉 は，各国内に お い て も事態を悪化 させ る上

で 大 きく関与する 要因で ある 。
つ ぎの く 階層 格差要因〉 は

， 各国内で 生起 して くる こ とが 多い

要因で，第三次要因で ある 。 こ れ らの幾重 に も重 な り合 っ た 要因が
， 加害主体 と し て 複合化 し

た上 に
， 国際的規模 の 公害 ・環境 問題 は作 り出され る 。 以 上が ，筆者が新た に提示 する 地 球環

境問題 時代に お ける 公 害 ・環境問題 の 加 害
一被害構造枠組で ある 。

　 それぞ れに つ い て解説を加え て お こ う 。

　まず，〈 近代化度 の 格差要因〉 に つ い て 。 近代化度の格差を利用 して ，加害主体で ある高度

近代化諸国が ，近代化途上諸国
，’d：

の環境 と資源 ，機会 の 収奪 （第
一

次要因） を遂行する こ とに

よっ て ，こ ん にちの 国際的規模 に お ける公害 ・環境問題 の 発生 ，地球環境問題発生の 基礎 は作

り出さ れ る 。 こ の 現象は，環境や資源 をめ ぐる 「南北問題」 と して 論 じられ る こ とが 多い
。 日

本は こ の 点に お い て
， 公害輸出 国 と して

，
また，近代化途上 諸国 の 資源の 収奪国 として

， また，

それ らの 国々 の現地 に お い て も公 害を発 生 させ て きた 国 と し て
， 高度近代化諸国の 筆頭 に位置

する （飯島 ，
2000a ）。 〈近代化度 の 格差要因〉 の 二 大助 長要因 の

．一
つ く 産業格差 要 因 〉 は

，
日

本 の 公害問題 史が明確に示す よ うに （飯島 ，
1974−75，1977，1979＞，公 害問題 の 主要 な加害源
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は
， 圧倒的多数が 第二 次産 業で あ り，被害主体 は 第一次産業で あっ た。そ して ，こ の加害

一
被

害関係 は，近代化途上 諸国にお い て ，
一

層 ，明確であ る 。 また，〈近代化度の 格差要因〉 の 二

大助長要因の もう一
つ の く地域 格差 要因〉 も，日本に お ける公害問題 史 の 中で明 らか にされ て

きた現 象で あ ると同時に，近代化途上諸国で は ，よ り巨大な格差要 因 と して 公 害問題 を発生 さ

せ て い る 。

　つ ぎにく人種 ・
民族格差要因〉 に つ い て 。 高度近代化諸国に よ る近代化途上 諸国に対す る環

境 と資源の 収奪 と密接 に関連 し，ほ とん ど同等 の 重み をも っ て
， 人種 ・民族格差要園が 機能 し

て い る 。 あらゆ る特権 を集中的 に掌握 して い る 中核的な 人種に よ る少数民族や先住民族 の 環境

や資源 ，機会の 収奪行為 （第二 次要因の
一一

が 国際的規模 の 公害問題を発生 させ て い る事態を

示 し て い る 。

　〈 軍事力格差 要因〉 に つ い て 。 〈 人種 ・
民 族格差要因 〉 と同程度 の 重 み を もっ て ，国際的な

公 害 ・環境間題の 加害一被害構造 を規定する要因 と して ，＜ 軍事力格差要 因 （第二 次要因の

二 ） 〉 も重大で ある。軍事力の 脅威に つ い て は，多 くの 大国が厳秘事項に して い るため に意識

されに くい 面が ある が，国際関係にお ける発 言権の 強弱を規定 して い る重大要因に
， 経済力 の

ほ か に 軍 事力が つ きま と っ て い る こ とを想起すれ ば
，

こ の 要因の 重大性 は理解で きよう。

　二 つ の 助長 要 因を含 む最 も基底 的な第
一

次要因と，こ れ に密接 に 連 関 して い る 二 つ の 第二 次

要 因 とい う基盤の 上 に
， それぞ れ の 国や地域 に お ける 〈 階層格差要因 （第三 次要因）〉 が関与

する こ とで ，近代化途．．ヒ諸国 に お け る加害
一
被害構造は 重層化す る様相 を深め る 。 〈階層格差

要因〉 は ，近代化 諸 国に お い て 露骨に
，

し た が っ て 可視的 に 遂行 され て い る加害 一被害関係 の

重要要 因で あ る 。

　以下 に
，

こ こ に示 した枠組の うち
， 最 も基底的なく 近代化度格差要因〉 とく 人種 ・民族格差

要因〉 に つ い て
， 具体化事例に沿 っ て，そ の 実態の

一
端 を見て お く。 なお，＜近代化度格差要

因〉 の 二 大助長要 因であ るく産業格差要因〉 と 〈 地域格差要因 〉に つ い て は，紙幅の 関係で こ

こ では省略するが ，それ らの 実情 につ い ては，〈 近代 化度格差要因〉 に つ い て 後述する個所で

示 した参考文献 に詳 しい の で ，参照 願 い た い 。

5．高度近代化諸国 に よる近代化途上諸国の環境収奪

　国際的規模 の 公害 ・環境 問題 の 加害一被害構造 の もっ と も基底的な要因で ある く 近代化度格

差要因〉 にお い て ，加 害主体は高度近代化諸国 で あり， 被害集団は 近代化途上諸国で ある 。 高

度 近代化諸国 は
，

こ の 数百年近 く，過去 にお い て は植民地 として ，その後 は
， 有利 な条件で 交

易が 可能 な対象国 と して ，近代化途上諸国の環境や 自然資源 ， 労働力な ど を，
ほ しい ま まに収

奪 して きた 。

　日本を初め とす る高度近代化諸国が ， 近代化途上 諸国を 「公害」の 格好の 引き受け手 と
一

方

的 にみ な した こ とによ っ て ，1970年代ご ろ か ら近代化途上諸国の公害問題が 大きな問題 と な っ

た の も，こ うした延長線上 で 起 きた こ とで ある 。 日本以外の 公害輸出国は西 欧諸国で あ り，こ
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の 時期は他の ア ジ ア諸国 に対する 「公害輸出」 を実行 した の は ア ジ ア 地域で は 日本だけであ っ

た （宮本，1992 ；平岡，1993 ； 「ア ジ ア 社会 と環境問題」国際 シ ン ポ ジウ ム 実行委員会，1993）。

日本は
，

1970年 ご ろ に
， 水俣病の 原因企業で ある チ ッ ソ 株式会社の 水銀廃液や ク ロ ム 巾毒 の 原

因企 業で ある 日本化学工 業会社 の 重金属 を含む廃液を韓 国 など ア ジ ア の 国 々 に輸出 しよ うとし

て
，

日本国内で
， 反公害運動の抗議運動の 追及 を受けて い る 。 反公害運動が 突 き止め る こ との

で きなか っ た 「公 害輸出」は ，おそ らく存在 した で あ ろ う。 しか し，日本政府が ，こ の 時期に ，

「公害輸 出」 を差 し止め，法規制で 取 り締 ま る な ど に動 い た形跡は知 られ て い な い
。 国家 間で

発 生す る越境公害問題 は ，
こ うして ， 高度近代化諸 国 の

， 傲慢 と さえ言 える被害国主権を無視

した姿勢 の もとで ，こ の 後 も黙 認 され て きた と考 えられ る 。

　20世紀 も終 りに近づ い た 1999年暮れ に，フ ィ リピ ン港で 発見 され た 日本か らの 危険な医療廃

棄物を含む産業廃棄物が 違法に 「公害輸出」されて しまう直前 に阻止 され た事件 は ，近代化途

上 国を対等な交易国 とみ なさな い 高度近代化諸国の
一

員で ある 日本の 差別的な姿勢を暴露 した

事件で あ っ た 。 実際 の 加害源は ，危険 な医療廃棄物を含む産業廃棄物をリサ イ クル 可能 な 「古

紙」 と偽 っ て 輸出 した産業廃棄物業者で あ る。 しか し，危険 な もの
，

迷惑 な もの
， 有害 な もの

は
， 日本以外へ 排 出すれ ば よ い とい う発想に もとづ き，発見 され に くい だ ろ うと想定 して ，近

代化途上 国に危険で 有害 な物を実際に発送 して しま うと い う行為に は ，〈 近代化度格差 〉観に

毒 され た 日本 とい う国の 実像が反映 され て い る 。

　こ の 事件に象徴 され るよ うな加 害
一
被害関係 と，それ を強化す るよ うな差 別的な考え方が ，

ひ しめ く人 口 で 小 さ くな っ て きた地球 と言 う惑星 の 環境危機が 叫ばれ て い る時代 に ，依然 と し

て 存続 して い る の で ある 。

　 日本は，近代化 途上諸 国 に，そ の 国民 の 生活 を著 し く変容 させ ，健康に悪影響 を与える よう

な 開発事業 も 「輸 出」 して きた 。 1993年に 開催 された 「ア ジ ア 社会 と環境問題」 国際シ ン ポジ

ウ ム に招待 した フ ィ リピ ン の 司教で あ っ て 人権擁護運動 も熱心 に展開 して い る 講演者は，そ う

した実態 を，当時，フ ィ リピ ン で進行 して い た巨大な開発 プ ロ ジ ェ ク トの カ ラ バ ル ゾ ン 計画 の

問題点 と日本の 関与に つ い て ，次の ように訴え て い る 。

　 「ODA に よ る カ ラ バ ル ゾ ン 計i［が フ ィ リピ ン に もた ら した公害問題 に つ い て お 話 します 。 カ

ラ バ ル ゾ ン 計画 とは何で し ょ うか 。 カ ラ バ ル ゾ ン 計画 とは，メ イ ド ・イ ン ・ジ ャ パ ン な の で す 。

そ し て フ ィ リ ピ ン に輸出 さ れ た もの な の です」 と切 り出 し て
，

12億円の借款 を 日本か ら得て遂

行 され る総合 農業工 業計画 が ， 環境破壊 と 人権侵害 と い う二 大 問題 の 元 凶 と な っ て お り， そ の

背後に 日本政府 と日本企業が控 え て い る と批判 して い る 。 南 タ ガ ロ グ地方の ，半分以 上 の面積

が農地で ある よ うな地域に ， 5州にわ た る広大な 工 業化計画が 日本か ら持ち込 まれ ， 農地 を手

放 す こ とに抵抗す る農業 者 の 中 に は脅迫 された り命 を奪われる例が 出 て い る事実 。 早々 に建設

され た工 場で は，給料の ピ ン はね や女性 に対する露骨な セ ク シ ュ ア ル ハ ラ ス メ ン ト，か く首な

どが頻繁 に起 きて い るが，日本側が労働 組合 の 結成 を禁止 して い るため ，甚大 な人権侵害が集

中的に発生 して い る こ とな どな ど，日本 とい う高度近代化諸国が ，近代化途上 国 に対 して ，巨

額 の 借款 を背景 に犯罪的な行為を重ねて い る事実が 告発 され た （Bueno ，　 lgg3）。

　 こ の
一

事を もっ て して も，そ して 日本
・・．一

国の行動 を見 る だけ で も，高度近代化 国が近代化途
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上 国で実施 して い る 開発事業 の 数 々 が ， そ の 国 の 国民 の 生活 と健康 と生命と人権を侵 害して い

る実情が 透け て見え て くる 。

　高度近代化諸国に よ る 近代化途上諸国 に対する環境 と資源の収奪の 閧係 は ，他に も多くの 指

摘が ，多くの 論者に よっ て な され て い る 。 環境社会学研究者の 間で も，フ ィ リピ ン に関 して は

平岡義和氏，イ ン ドネ シ ア に 関 して は池田寛二 氏，タ イ国に 関 して は吉沢四郎氏，韓国に関 し

て は 関礼子氏お よ び筆者自身が発表 した論稿の 中で ，こ うした点に触 れて い る （平 岡，1993，

1996 ；池田，1993，1996 ；吉沢，1996 ；寺田，1996 ；高田，1996 ；谷口 ，］996 ；関，1996 ；飯

島，1996，飯島2000a ）。 また ，1993年に 環境社会学会が主力に な っ て 開催 した ア ジ ア の 環境問

題に 関する シ ン ポ ジ ウ ム にお い て も，報 告者 の そ れぞ れが，言 及 した こ とで あ っ た （「ア ジ ア

社 会と環境問題 」国際 シ ン ポ ジ ウ ム 実行委員会 ，
1993 ）。 宮内氏 の著書 も

， 独 自な視点か ら
，

こ の 要 因の 重大性 につ い て 論 じた もの で あ る 〔宮内，1998）。 さ らに，環境社 会学研究者以外

で あ れ ば ， こ の 要因 を指摘 し た文献 は さ ら に 多 くな る （鷲見 ，
1989 ；黒田

・ネク ト ゥ
ー

，

1989 ；藤崎 ，
1992 ；村井 ，

1988 ；環境経済 ・
政策学会 ， 1998 ； 日本環境会議 ，

1997 な ど〉。 よ

り詳細 な実態 を，こ れ らの 文献は示 して くれ るはずで あ る 。

6．支配 的人種集団によ る先住民族 ・少数民族 の環境 と資源の収奪

6．t．カナダの 先住民族の 水銀中毒事件

　筆者 は，1975年 に カ ナ ダ の 先住民族の水銀中毒事件 を調査 し た と き
，

ま とめ の 論文 の 中で
，

水銀 中毒事件に と もな う先住民 族 の ひ と び と の 生 活 と健 康被害の 背景 に は ，図 3で 示す よ うな

加害 と被害 の 関係を作 り出す要因群 がある こ と に つ い て 指摘 した 。 その 事件は
， 白人が経営す

るパ ル プ工場が廃水 とと もに排出 した水銀が
， 居留地に住 まわ さ れ て い る先住民族が主食 とし

て い た 魚類 に摂取されて ， 猫 が狂死 し， 人間に も健康異 常が生 じた事件であ る 。 水銀中毒事件

は，彼 らの 主食 を奪 い ，僅か な現金収入源 も奪 っ たため に ，ひとび とは生活保護で 生 き る ほ か

は な く，将来へ の 展望が無 い 状況の もとで ，ときに暴力的に なる例や 自殺をは かる例が出て ，

居 留地全体が 人 間関係 にお い て も精神的 に も荒廃す る条件が重 な っ て い っ て い た 。 調べ るにつ

れ て ，水銀中毒事件 も重大な被害で ある が，こ こ に述べ た よ うな関連す る被差別の 事態 も重要

で ある こ と，水銀中毒事件に ともな うそ の 集落 の 全体的な被害は，前提 と して の 人種差別 に基

底的な原因が求め られ る こ とが 明 らか に な っ て きた の で あ る 。 図3は，そ うした関係 を示 した

もの で ある　（飯島，1976b）。 先住民族や少数民 族の 居住地帯で 起 きる公害 ・環境問題は
， 支配

的民族 に よ る先住民族 ・少数民 族 に対す る 人種差別的 な歴 史や 社 会 の あ りか た を抜 きに して は

語れ な い こ とを
， 筆者は

，
こ の 時の経験か ら学ん だ の で あっ た 。

6．2．先住民族 ・少数民族の 環境受難の背景

　1980年代後半 ご ろか ら，世界各地で ， 支配的民族や大国 に よ っ て 先住民族や少数民族の 人権

が侵害 され，土 地が奪われ，それ ら をめ ぐる紛争に よ っ て 生命や生活が奪われ て い く例 や ， 民
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族 と し て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を失

い ，あ る い は民族 ご と消滅 して い

く例の 増加が 問題化 して きた 。 ア

マ ゾ ン や東南 ア ジア の 熱帯 林 の 大

規 模な破壊や 太平洋地域 や旧 ソ 連

邦 カ ザフ ス タ ン，オース トラ リ ア

中央部 な ど で の 核実験 ，オ
ー

ス ト

ラ リア の ウ ラ ン 鉱 山採掘事業な ど

は ，そ の 中で も大 きな事件で ある

の で 世界的 に 知 られ て い る （竹内，

1993 ；NHK 取材班 ，
　 lgg4 ；石 ，

1994 ；稲葉，1990 ；西沢 ・小 池，

1992 ；革田m ，　1997
，　1999a・b，2000 ；

飯 島 ， 1997， 1998a， 2000b）。

　 こ の ような事態が発生 した背景

的要因の 中で ，とくに注 目する必

図3　カ ナ ダ先 住 民族 に お け る水 銀問題 と生 活 破壊 の関連図

　　　 愈
　 入 種 差 別

出典 ：飯 島 （1976b ）

要が あ る の は，国際的 な巨大開発 が進行する につ れ て ，秘境 と され る地域 が多い 先住 民族 や少

数民族の 居住地域 に まで 開発が及び始め た とい う点で ある 。 先住民族は，仕界先住民族協議会

な ど世界 的な連携 を は か る 組織を つ くっ て 自衛行動を開始 した 。 こ れ を受けて 国際連合が 1993

年を世界先住 民族 国際年に 定め ，先住民族 の 権利 を守る世 界会議 を開催 して い る が，国際的 な

加害構造は
， 先住民族や少数民族の 居住地 へ の 開発の 目∫能性 を捨て て は い ない 。

　先 に例示 した中で ，1993年の 先住民族国際年以 降に 起 きた先住民族居住地 へ の 環境侵害例で

ある オース トラ リア の ウ ラ ン 鉱山開発事業 に つ い て取 り上 げよう。

　オ
ー

ス トラリア の 先住民族 は 6万年以 前か らオ
ース トラリア大陸 に居住 して きた 民族で あ り，

今 日，生 存 して い る だけで も200種類以 上 の 言語種族 に 分 け られ る多民族 で ある。一
方，オ

ー

ス トラ リ ア を現在支配 して い る の は ，200年ほ ど前 に住み 始め た，い わば 「後住民族」の 自人

で あ る。当初 は英国人 の 政治犯 の 流刑地 で あ っ た が，や が て ，犯罪者で は な い 英国人や 欧州 の

英国以外の 白人 も移民 して くる ように な り，短期間に 白入が支配する土地に姿 を変え て い っ た 。

白人 は ，こ の 新 し く所有 した土地で の 支配権を確立する た め に，先住民族 に対 して あ りとあ ら

ゆる残虐行為を行 っ て そ の 数の 減少をはか っ て きた。近代 的 な武 器 を駆使 した大量殺戮や飲料

水へ の 毒の 混入，女性に 対する レ イプな どの 暴力的な対応 をは じめ と して ，
一

定の 年月の の ち

に は
， 先住民族 を白人文化に 同化 させ る 方針を と り， 英語使用や キ リス ト教信仰 の 強制， ミ ッ

シ ョ ン と称する
一箇所 に 多地域 の 先住民族 を集め て 教育す る

・
種 の 収容所的生活の 強要 ， 先住

民族の 子供を白人 の 家庭で しつ け る との 宣伝の も と に
， 親の 承諾な し で 連れ 去る （stoien　chi ［−

dren）な ど で あ る 。

　 こ う した事態が200 年近 く続 い た の ち ， オ
ース トラ リア政 府は オ

ー
ス トラ リ ア 国民に対 し，

先住民族 をオ
ー

ス トラ リア 国勢調査 の 対象に含め るか どうか，彼 らをオ
ー

ス トラ リ ア国民 と認
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め る か どうか につ い て の 国民投 票 を課 した．1967年，い まか ら23年前の こ とで ある 。

　オ
ー

ス トラ リ ア 国民の 9割以上が ，こ の 投票で 先住民族 をオース トラ リ ア 国民の 仲 間に迎 え

入れ る こ とを認め る 回答 を し
，

こ の 時か ら オ ース トラ リア先住民 族は ，は じめてオ
ー

ス トラ リ

ア国民 とな っ た。こ こ まで の 歴 史は，ど こ か ら見 て も明 白な人種差 別の 歴史で あ る。 しか し，

そ の 後の事態は，依然 と して 人種差別は続 い て い る こ とを示 して い る （Rowse ，
1996 ；Boori

，

1998）。そ の
一

つ の 例が ，先住民族 の 居住地域に おける ウ ラ ン 鉱 山採掘で ある。

　オ
ー

ス トラ リア 政 府が採掘 をめ ざした ウ ラ ン 鉱 山は ，オ ース トラ リ ア 国民 として 認め られ た

直後か ら
， 先住民族が 200 年 ほ ど前 ま で は彼 ら が 利用 し，培 っ て い た 土 地 に対す る権利を 取 り

戻す運 動を開始 して 返 還され た土 地 の 内部にあ っ た 。 その 土 地に お い て オ
ー

ス トラ リア政府は，

2回に わ た っ て ウ ラ ン 鉱山採掘 を計画 して い る 。 1回 目 の 1970年代は
， 政府側 が話す英語 を理解

で きる ひ と が ， 該当す る地域 に住 む先住民族 の なか に ほ とん どい な い とい う不利な条件の も と

で 政府側の 強引な説得 に抗 しきれずに契約が交わ され た 。 2回目は 1990年代後半の こ とで ある 。

前回 の 轍を踏 まな い た め に，土地権者 の 先住民族 リ
ー

ダ
ー

は親族 の 中 の ，高学歴 で英語が 自由

にあや つ れ て ，白人 に対抗す る の に じ ゅ うぶ んな性格的な強さを備 えた女性 を ス ポ
ー

ク ス マ ン

に据 え て 政府や 開発企 業 と対決 し た 。 鉱山操業に と もな う放射能に よ る環境汚染 と健康被害，

子孫へ の 影響 ， 先住民族 の 数万年に お よ ぶ 聖地 の 破壊 ，伝統的な生活へ の 侵 害，．かけが えの な

い 自然遺産の破壊な ど，公 害問題 ，環境破壊 ， 文化 と歴史の破壊 ， 信仰の 冒涜な ど
， 多くの 問

題点 を持つ ウ ラ ン 鉱 山 開発 を 阻止 す る た め に ，オ ー
ス トラ リア 全土 の 若者た ちが先住民族 の 応

援 の た め に現地 に か けつ け，各地 で抗議行動 を起 こ した 。 世論調査 に よ っ て もオース トラ リ ア

国民 の 過半数は， こ の 事業に 反対で ある と表明 した 、 そ うした中 で
，

こ の事業は
， 1999年に ，

理 由が示 され ない まま一時中止 され て現 在に い た っ て い る （細 川 1997，1999b，2000 ；飯島，

1997，　1998a，2000a ；伊藤，2000）。

　こ の 事例は，〈人種 ・民族格差要因〉 が 先住民族に公害 ・環壇問題被害 をもた ら した点にお

い ては，カ ナ ダで起 きた水銀 中毒事件 とオ
ー

ス トラ リアで起 きたウ ラ ン 鉱 山開発事件 に共通 し

た特徴が ある こ とを示 して い る 。 しか し，二 つ の事例 は，被害者 グ ル ープを取 り巻 く社会的 ・

歴史的条件に お い て顕著な差異が あ り，それが，事件問題化後 の 対応 の 強弱 に も反 映され て い

ると考えられ る。

　カナ ダで は，被害 を受けた先住民族 は，カ ナ ダ政府 に よ っ て ，故郷か ら移住 を強制 され，狩

猟や採取 の 伝統的な生活 をする た め の 自然資源が不足 した 狭 く人 工 的な地域 に暮 ら して い た 。

現金が なければ魚類 以外は入手で きない 環境で あ っ たが
，

生計は
， 白人 の 経営す る観光 ロ ッ ジ

で 夏季 の 期間 は 観光客 に湖 の 魚を釣 り， 調理 して サ
ービ ス する仕事がある が

， そ の他の 期間は

生活保護に依存する と い う独立 した生活をす る こ とが困難な条件の もとに あ っ た 。 そ こ へ 水銀

中毒事件が発生 し ， 魚類 の 漁獲が 禁止 された た め
， 独立する条件は皆無に近 くな っ た の で ある

（都留，1975 ；飯島，1975，1976b）。 こ れ に対 して オ
ー

ス トラ リ ア の 例 は，先住 民族 は，みず

か ら の広大な土地で 伝統的な生活 を追求で きる 環境が保全 され て お り，信仰 も維持で きて お り，

さ らに，鉱山開発 の 先例 にまつ わ る経緯が 苦 い 教訓 と して 生か され て い た 。 そ して 何 よ りも，

世界的に先住民族の 人権侵害を追 及す る運動の 高揚 の 後に 起 きた問題 で あ り，対抗的 な行動 を
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起 こ すため の 基 盤が成 立 して い た と い う点が ，こ の 二 つ の 例 の 事件発生 に対す る対応が違 っ て

い っ た最大の 原因で あろ う。加害 一被害関係 における支配的民族 と先住民族の 問の 力関係が ，

カナ ダの 例 に お い て は極端に弱 く，オ
ー

ス トラリ ア の 例 にお い て は，歴 史上 か つ て な く強 まっ

て い た こ とを背景 と した違 い を示す もの で あ る 。

　しか し，こ うした違 い が 生まれ る ため に は
， 現状で は，まだ

， 被害者で ある先住民族 自身が
，

著 し く長 い 加 害構造 との 戦 い を展 開する こ とが不 可欠 の 条件で ある。被害構造論 の 論点 の 第5

点で 述べ た と こ ろ の 「被害構造の 打破は
， 被害者自身と支援者 に よ る加害構造 との 対決的な運

動 に よっ て こ そ可 能」 と い う命題 は ，こ の 事例 に お い て も生 きて い る
。

　日本の 先住民族アイヌ の ひ とび と も， 基本的に は同 じような被害の 歴史を歩ん で きた 。 明治

初頭に 日本政府が制定 した差別的 な名称 の く土 人保護法 〉が ， ア イ ヌ民族 とそ の 支援者た ちの

粘 り強 い 運動 に よ っ て 廃止 され，新 た に く ア イ ヌ文化振興法〉 が制定 された の は 1997年5月 と

い う事実が，ア イ ヌ民族の 受難の 時代が，短 い もの で なか っ たこ とを示 して い る 。 当初は，漁

労や 採取の 生活 を営ん で い た ア イ ヌ民族 は，〈土人保護法〉 の もとで 農耕生活 に 「転職」 を強

い ら れ る 。慣れ ない 農耕生活 に失敗す る例 も少 な くなか っ たが
， 努力 して 農耕生活に習熟 して

い っ た土地を
，

1990年代に な っ て 北 海道 開発局が計画 した巨大ダ ム 建設が水没 させ，そ の 地域

に住む ア イ ヌ 民族 の 聖地 を も水没 させ た の で ある 。 水没 し た 農地 の 所有者で あ っ た 2家族 の ア

イ ヌ が ダ ム 建設差 し止 め訴訟 を提起 し，1997年，ダ ム 建設は違法で ある との 判決を得たが，巨

大ダ ム は すで に建設が 完了 し ， 農地 も聖地 も水没 した あとで あ っ た 。 ただ
， 判決は

，
ア イ ヌ 民

族 は
， 目本 の 先 住民族 で あ る こ と を明言 した ， こ こ に も，世界的な先住民族の 人権回復 を推進

する動 きによ る後押 しの 跡が見 られ るとと もに ， 先述 した ように ， 受難 者で あ るアイ ヌ の ひ と

び と 自身の 行動がな ければ 自動的に得 られ る成果で はなか っ た こ とは確実で ある 。

7．お わりに

　 こ こ で 提示 した国際的規模の 公害 ・環境問題 の 加害
一
被害構造 の 要 因は，詳細 に解説す るた

め に は
， 少な くと も， そ れ ぞれ に本稿 1章分ず つ ほ どが必要で ある 。 そ の ため，要因の すべ て

に つ い て 具体 的な実 態を紹 介する こ とは で きなか っ た が ，3．2．で 論 じた こ とに よ っ て ，ある程

度の 輪郭は示す こ とが で きた もの と思 う。

　公害問題 は ，地球環境の 危機が 現実 化 し た 現 在に お い て も， そ れ ぞ れ の 地域 や国内 で も ， ま

た 国際的な規模 に お い て も依然 として な くな っ て お らず ，む しろ，見 え に くくな to　，潜在化 し

なが ら拡大 して い る傾向に ある 。 規模が世界 に お よ ぶ ため に ，その実態 を把握する こ とは
， ま

すます困難 に な っ て い くで あろ うが ， 本稿を通 じて 述 べ て きた こ との 結論 と して指摘で きる こ

とは次 の 点で あ る 。

一
つ は，被害構造 は，加害構造が消失 しない 限 り存続す る とい うこ とで あ

り， もう
一

つ は
， 被害構造を打破す る力は被害当事者やそ の支援者，協力者など，被害者側 に

ある とい うこ とで あ る 。 こ の 2点 は ，公 害 ・環境問題 が国 際規模 に拡大 す る以前 の 国内規模の

公 害問題の 場合で も指摘で きた こ と で ある が ，その 命題が，国際的規模の 公害 ・環境問題 につ
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い て も同 じ く意味を持 つ とい うこ と は
， 両者が 本質的 に は 同 じ性質の もの で ある こ と

， 違 い は

主 と して 規模の 差 に求め られる の だ とい うこ とを意味す る とも考え られる 。

　2000年4月旧 に ，日本に おける きわめ て有力 な環境NGO の
・
つ で あ る 日本環境会議が ，第 19

回大会で採択 した宣言 にお い て，キ
ー

ワ
ー

ドは ，「公害」「公害被害者」「加害者 ・被害者構造」

「地球環境問題」「環境弱者」な どで あ り，筆者は，まる で ，本稿 を書 くに際 して作成 した草稿

を見 て い る ような思 い にか られた こ とであ っ た。

　本稿で は，地域 環境か ら国際的規模 の 環境 に い た る世 界的 な環境 悪化 と地域 的な環境悪化 の

甚大な社会的影響 を分析対象 と定め て 検討 し，地域 で 発生する もの も国際的な規模で 発生する

もの も併 せ て ，公害 ・環鹿 問題 は，加 害
一被害構造枠組 に よ っ て 把握 で きる こ とを述 べ て きた 。

こ の枠組が何 ら か の 形で で も
， 問題解決 に貢献する こ とが あ れ ば幸甚で あ る 。

注

U ） た と え ば ，宮 崎 県 高千 穂 町土 呂 久 で 大 正 年 間 に 発 牛 し た 亜 ヒ 酸鉱 山が 排 出 し た 亜 ヒ 酸 に よ っ て 地域一
帯

　に ヒ 素 中毒患 者 が発 生 した事 件 は，そ う した 問題 が あ る こ とが発 見 され る まで に数 十 年，政 府が こ の 疾患

　 を 公 害病 と して 指定す る まで に は ，さ らに数 年 か か っ て い る。

（2〕 公 害問題 に 消費環境有害化 の 結果 と し て 発生 し た 生命
・
健康被害 を含 め て 論 じた例 は少 な くな い 。た と

　えば
， 高橋晄止 他 （1973）は

， 当時 日本国 内で 多発 して い た 薬害 や食品害を取 り．上げ， そ の 背後 に あ る 消

　費者 保 護 行 政 の 弱 体 さ を明 らか に した研 究 書 で あ る が，明砕 に，薬 害 や 食 品害 を公 害 と して位 置付 け て い

　 る。被害者 た ちも，発言 の 中で ，自 らを，しば しば 「公害」被害者 と して い る。つ ま り，被害者 に と っ て

　は，地 域環 境 の 悪化 が原 因で な い 場 合 で も，原 因が 企 業活動 に あり，管理 者として の 行政 の 不 備が あ っ て

　発 生 した生 命
・
健康 被 害 は，つ ね に 公 害 な の で あ る。

（3）初期 の 被害構造論 の 詳細 は飯島 （1982 ，1993 ）を参照 され た い 。

（4 ） こ こ で ，近 代化 途 L国 と 表現 した の は，　
・
般 に は 開 発 途上 国 や 発 展 途 ヒ国 と言 わ れ て い る もの で あ る。

　前者 は 開発 を推 進 す る 概 念 と関 わ る 用 語 で あ り，後者 は発 展 や 進 歩 を旧 来 の 世 界 観で 推進す る概念 と関 わ

　 る 用語 で もある の で ，こ こ で は近代化 とい う言葉 を用 い る こ と に した 。 近代化 に して も，厳密 に 考 え る な

　らば，必 ず し も適 切 な用 語 で は な い が ，開発 や発 展 よ りは 中立 性 が い くぶ ん 高い と思 わ れ る。
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   POLLUTION  AND  ENVIRONMENTAL
CONCERNS  IN  A  TIME  OF  GLOBAL-LEVEL
       ENVIRONMENTAL  PROBLEMS
    A  VIEW  FROM  AN  ANALYTICAL  FRAMEWORK

     OF  VICTIMIZERSfVICTIMS  RELATIONSHIPS

IIJIMA  Nobuko

Faeulty ofSocial  Siences and  Humanities

   Tokyo  Metropolitan University

1-1, Minami-osawa, Hachioji-city, Tokyo

   Global-level environmental  problems  are  the resu]t  of  the aggregation  of  the intra-

national  environmental  impacts of  human  action,  a  relationship  I call  
"loeal-global

 environ-

mental  interaction." In addition,  there  are  substantial  differences in the ability  of  various

populations throughout  the world  to eajoy  a  healthy environment,  raising  eoncerns  about

"environmentaliajustice,"

   Local-global environmental  interaction  is built upon  the results  ofnumerous  sociologi-

cal  and  natural  science  studies  of  environmental  deterioration within  myriad  local commu-

nities  around  the world.  Examining  global

   environmental  problems  reveals  four core  factors:

  1. Disparities in modernization  (among industries and  between urban  andrural  areas)

 2. Disparitiesinmilitarypower

 3. Ethnicdisparities

 4, Socio-economicdisparities

   The  first of  these is the  most  fundamental;  the other  three  accelerate  its effects.

Whereas  the fourth factor is strietly  a  domestic issue, the  other  three  exist  both within  and

between countries.  These  core  compenents  lead to intemational  environmental  dilemmas

in a  relationship  I refer  to as  
"global

 social  factors for global-level environmental  prob-

lems,"

KbyLvords and  Phrases: Zocal-gZobaZ interaction tn the environmentat  problems,  environ-

   nzental  inequality, victimizers-vietims  relationsh(p  in the environment  arnong  the world

(Received April 5, 200e  ; Accepted  June  10, 2000)

22


