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1．は じめに

　今 日，廃棄物焼却炉に よ る環境汚染が全国的に懸念 され る なか で
， 各地の焼却炉周辺の 土壌

が ダイオキ シ ン に 汚染 され，そ の 土壌 の 除去が報 じられ る。しか し，汚染 され た 土壌が どこ で
，

どの よ うに 最終処分 さ れ る か とい う点が 報道さ れ
， 論 じ ら れ て い な い こ と，焼却炉か ら排出 さ

れ る 焼却灰 の 行方 ・処理 の 把 握や議 論 も十分 なさ れ て い な い こ と，そ の 汚染物質が ダ イ オ キ シ

ン 類 に 限定 され る傾 向に あ る こ と等，今 日 の 廃棄物問題 の 報道 や 議論 に は い くつ か の 重大 な欠

陥が ある 。 他方，埋 め立 て 処分場 も埋 め立 て られ る 内容物や施設 の 構造 と許容 鼠 の 面 で 大 きな

危険を抱えて い る 事例 を挙 げる の に事欠か ない
。 また

，
マ ス メ デ ィ ア で 報 じられ る こ との ない

多 くの処分場周辺の 環境汚染 と周辺 住民や処理施設で 働 く従業員の健康被害が全国で広範に生

じて きて い る と懸念 され る 。

　他方 で，今凵の 我が 国 の廃棄物問題が ，戦後の高度経済成長 の 結果 ，大量 生産 ・大量消費
E

大景 廃棄 とい う経済活動の もた ら した もの で あり，我 々 自身の 生活の あ り方 の 問題 で あ る こ と

も明 らか で ある 。こ の意味で 廃棄物処分場問題は優れ て経済的社会的問題で ある 。 従 っ て，こ

うした状況 を生み 出 した経済構造 を転換 させ るべ く様 々 な議論 が あ り，そ の 流 れ は 今 日で は

「循環型社会」 へ の転換と して 国民的合意 が形成 され て い る か の ようで あ る 。

　そ こ で ，本稿は廃棄物問 題 の 杜会的背景 と廃棄物行政 の 経緯 と問題点 を指摘 し
， 「循環型社

会」 へ の転換の た め に求め られ る環境社 会学的課題 の 提 示 を試み る。

2．廃棄物問題の 背景 と廃棄物行政の 推移

　冒頭で述 べ た ように ，大量生 産 ・大量消費 ・大量廃棄が今 日の 廃棄物処分場問題 の 深刻な状

況 を もた らした と考える と き，昭和40年代の 深刻な公害問題の 「解決」の あ り方を再検討する

こ とが今 日 の廃棄物問題 を考える上 で 不 ・∫欠 で ある 。 なぜ な らば，そ の 「解決」が そ の 後の経

済の あ り方 を規定 して い る と考え る か らで あ る 。

　か つ て の 公害問題 の 「解決」 の 第一は ，曲が りな りに も公害被害者救済策 を打ち出 した こ と

で あ る 。 もと よ り水俣病問題 で は今 なおそ の 被害者の 正確な実数 さえつ か め て い な い こ と，今

目 も都 市部 の 幹線道路沿い の住民に依然 として 自動車の排気 ガ ス 被害 を出 し続 け て い る こ と等
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の 事例は，決 して 公害問題が終わ っ て い な い こ とを示 して い る。第二 は ，昭和45年の 公 害国会

で 制定 された公害基本法 に示 され る制度 ・
政策的解決である。こ れ らは い わ ば公 害問題 の 「社

会的解決」で あ る 。 しか し，制度 ・政策的解決の 後退や 被害者救済の 遅れが様 々 な角度か ら批

判され て い る こ とは周知 の 事実 で ある。第三 は ，ガ ソ リ ン 車の 排 ガ ス 規 制 を 日本 の 企業 が 世界

に先駆 け て ク リア ー した こ と等に 示 され る ように ，「技術立 国」 日本の 公 害対策技術の 進展 に

よ る 公害問題 の 「技術的解決」で あ っ た 。 そ し て
， 第四 が 「公害 の 輸 出」 で あ っ た

。 昨年暮れ

に 発覚 し
， 国際的 な環境問題 に な りか ね なか っ た フ ィ リピ ン へ の 廃棄物 の 「輸出」事件が公害

問題に取 り組ん で きた多 くの 人 々 に，か つ て の 「公害の 輸出一1を想起させ た で あろ うこ とは想

像 に難 くな い c

　以上 の 4つ の 「解決」が そ の 後 の 日本経済の 持続 を もた ら した社会的条件で あ っ た と考 える

こ とが で きる 。 と りわけ，第
一

，第二 の 「社会的解決」の 後退 と第三 の 「技術 的解決」へ の 傾

斜は，近代工 業で の 有害物質の 使用規制 どこ ろか，か えっ て 有害な化学物質を大量 か つ 多様に

生産 ・使用 す る方向を確か な もの に した の で あ る 。
こ の ように考え る と，昨今 の 廃棄物問題 は

起 こる べ くして 起 こ っ た，と言 うこ とが で き る 。

　 しか し，廃棄物焼却炉 の 規制が ダイオキ シ ン 類に限定される傾 向に あ る今 日 の 廃棄物処理行

政は，きわ め て杜撰か つ 危険で あ り
， 処理 場管理 の 杜撰 さ は

， そ れ を 許す廃棄物行政 の 杜撰 さ

の 象微で ある 。 こ こ数年来の ，或 い は 今後 も続 く と 予想 される，ダイ オキ シ ン 類規制値 の変動

や他 の 有害物質に 関する規制 の 増加が こ れ を雄弁に物語 っ て い る 。

　次 に，行政的に はか つ て の 公害問題の 「解決」 と今 日の廃棄物処分場 問題 との 関 わ りの 深 さ

を指摘 しなけ ら ばならな い
。 そ れ は

， 現在の 廃棄物処 理行政 の 根幹をなす廃棄物 の 処理 お よび

清掃 に関す る法律 （以 下 「廃掃法」）が 昭和45年の 公 害国会で 制定 され た こ と と深 く関わ る 。

それ以前の 廃棄物処理に 関す る法律 は，厚生省が所管する 「清掃法」 （昭和29年制定）であ っ

た 。 そ れ は 明治時代 に近代 的 な諸法規 が多方面 に わた っ て 制定 され た なか の 「汚物除去法」

（明治33年）をそ の 出 発点 とす るが，そ の根本は伝染病予防を第
一

義的な任務 とす る公衆衛生

思想で あ っ た 。 また ，戦後 の 清掃法 もそ の 後の 経済発 展 の もた らす大量 の 多様な有害物質をふ

くむ産業廃棄物 処理 を想定 した法律で はなか っ た。

　 こ う した清掃法に 産業廃棄物処理 の 規定を盛 り込んだ の で ある 。 公害問題 と同等 の 問題 とし

て捉 え られ た産業廃棄物問題 を，それ とは 異質 の 公衆衛生 を保持する法律 で 所管する とい う，

い わ ば木に竹 を接 ぐ形 で今日の 廃掃法が制定 された の で あ る 。

　 さ ら に こ の廃掃法は
，

そ れ 以前の 清掃法の所管が 厚生 省で あ っ た 経緯か ら，そ の 所管官庁を

厚生 省と した 。 か く して
， 国民 の 健康を害 して きた公 害問題 と同等の産業廃棄物問題を

， 産業

界 よ りの 姿勢 を示す政府 の なか で ，国民 の 健康保持を司る厚生省が所管する とい う構造が 形成

された の で ある 。 こ うし た廃掃法の制定 と廃棄物行政 の 枠組 みが今 口の 廃棄物処理 行政 の 混乱

と停滞 を招 い た大 きな要 因と考えられる。現 に 同法は廃棄物処分場問題が全国的に ク ロ ーズ ァ

ッ プされ る ように な っ た 1990年代 に な っ て ，二 度にわた り大幅改正 されたが，こ の こ とは廃掃

法 とそれ に基づ く廃棄物行政 が廃棄物問題 の 現 実 にそ ぐわず ，環境保全 と健康維持 と い う国民

の 求め に応 えられ ない こ とを示 して い る 。
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3．廃棄物処理 行政の問 題点

　と こ ろ で ，平成H 年に は ，中央省庁は循環型社会形成推進基本法 （以
．
ド，循環型社会基本法）

を筆頭に，廃棄物処 理 に関す る多 くの 法改正 を準備 して きた 。 そ して ，平成12年に は 「容器包

装 リ サ イ ク ル 法」が完全実施 され る等，こ の 数年の動向は廃 棄物問題 に関す る歴 史的 な意味 を

持つ 時期に なる と予想 され る。こ の 意味で 今国会は，環境行政．E昭和45年の 公害国会 に匹敵 し，

廃棄物国会と呼ぶ べ き重 要な意1宋をもつ 国会となる と考えられ る。現 実に平成12年度 に なっ て

廃掃法の 改 正 案が 成立 し
， 循環型社会基本法が 制定 さ れた 。 けれ ども，こ れ らの 法律に 示 され

る政府の廃棄物処理 へ の 取 り組み に は ，依然 と して 大 きな問題点が ある と言 わ なけれ ばな ら な

い
ロ

　そ こ で ，こ れ らの 法律の 問 題点を明 らかにする 。

　その 第
一

は r 排 出者責任論 の規定 で ある 。 改正前の 廃掃法で は メ
ー

カ
ー
等事業者が 排出責任

を負 うが，廃棄物 を処理 業者に委託する こ と で そ の 責任を免れ る もの で ，その 後の処理 に は責

任 を問われ な い
。

こ の こ とが 産業廃 棄物処 理業者 による不 法投棄や違法操業 を頻発 させ る もの

と し て 批判 さ れ て きた 、 そ こ で ，今回の 改正廃掃法で は拡 大排出者責任制 が導入 され て い る 。

と こ ろ が ，
一

連の 廃棄物行政の根幹 とな る循環型社会基本法に は，こ の拡大排出者責任 の 原 則

が欠落 して い る の で ある。こ れ で は 「仏創 っ て魂入 れず」 と批判 さ れ て もや むをえ な い で あろ

う。 こ うした，ア ン バ ラ ン ス な廃 棄物行政 で は，新たな拡 大生産者責任制が具体的な実効性 を

持 つ か どうかが懸念 され る。

　 い ま
一

つ 重要な問題 は，排出抑制 の 問題 で ある。

　すで に 述 べ た よ うに 平成12年4月 か ら容器包装 リ サ イ ク ル法が完全 実施 され て い る が，すで

に
一

部施行 され て い る こ の 法律の 最大の 問題点 は
， 容器 ・包装材 の 再利用 を主 眼 とする もの の

，

そ の素材の 有害性へ の 規制が欠落 して い る点 で あ る。た と え ，
こ の 法 の ね ら い 通 りに

， 容 器 ・

包装材が回収 され ，再利用 され た として も，有害な容器 ・包装材が大量 に 「循環」する こ と に

な り，有害な物質が延 々 と市場 ，

一
般 家庭に流 通する とい う事態が想定 され る 。 また，すで に

法制化 され て い る 家電 リサ イ ク ル法に は，消費者運動な どか ら提 起 され て い る有害物質の 利用

や 生産 を規 制 す る と い う方向性が全 く見ら れ ず，か え っ て消費者に様 々 な負荷 を与 える形で ，

廃棄物対策 を進め ようと して い る。こ の 姿勢が，公害問題 の 「社会的解決」 を後退 させ た と同

様 に，政府 の 廃棄物行政 の 基本姿勢 を端的に 示 して い る と言 うこ とが で きる 。 そ の 上 ，1990年

代か らの 廃棄 物処 分場問題 の 深刻化 に 直而 した厚生省が進め て きた廃棄物処理施 設 の 大型 化 ・

広域化政策は廃棄物の減量化 に反す る もの と言わ ざる を得な い 。

　か くして ，政府 の 「減量 化」政 策は
， 市民 運 動等の 求め る 政策 とは そ の 根本 か ら大 きな隔 た

りがある 。 すなわ ち，産業界 と政 府の 考える廃棄物 の 減量 化は 排出抑制 と同義で は な く， 大量

廃棄を不 問 に した 「減量化」で ある 。
つ まり大量の 廃棄物を有価物に転換する技術開発 を 進 め

，

その 技術 を利用 して 循環 させ る とい う構想 の 下 で の 「減量化」で ある 。
こ の 「減量化」政策は

前述 の 公害問題 に対する技術的解決と同質で あ る こ とは明 らかである 。 こ うした 「減量化」に

よる廃棄物問題 の 「技術 的解決」 は，多 くの 国民の 求め る循環型社会に 至 る減量化策＝排 出抑
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制 策か ら大 き く逸脱する もの で あ る 。

　こ れ ら以外 に も，今 日の 政府の 示す廃棄物問題の 解決策 には，デポ ジ ッ ト制等の手法が示 さ

れ て い な い こ とや 市民 ・NPO の 参加の 規 定が ない 等，現状 を抜本的 に 変革する姿勢，社会的解

決策が不在で あ り，公害聞題と同様 の 技術的解決が申心で ある 。こ の 技術的解決は ，前述 した

大型焼却炉等の 技術 開発 と製造 をい わ ゆる構造不 況業種が担 い ，通 産省が そ の 動向を 「環境の

産業化 」 として 推進 して い る こ とと不 rr∫分で あ る 。

4．廃棄物汚染の 特質 と立地論

　本稿 の は じめ に 述 べ た ように ，ダイオキ シ ン 類や環境ホ ル モ ン に有害物質を限定する傾向は ，

決 して 今 凵まで の 廃棄物処分場 とそ の 周辺 の 環境汚染の 実態 を止確に把 握す る こ とに頁献する

もの で はな い 、， 廃棄物焼却炉は
一

種の 化学合成炉で ある が ，研究用の 実験炉や素材産業 に お け

る合成炉 と異な り，そこ に投入 さ れ る 素材が 量的に も質的 に も不確定で ある こ と が特質で あ る、，

従 っ て ，そ の 焼 却炉 で 牛成 され る化学物質をあ らか じめ予測する こ とは原理的に不可 能で あ り，

排出 さ れ る 有害物質をあ ら か じめ 想定 し た 排 出基準 を 設定 し
， そ の 基準 を守る こ と に よ る 「安

全操業」は ，原理 的 に不可 能で あ る し無意味 で あ る。廃棄物行政 として 取 り組む べ き課題 とし

て ，環境調査等の 基礎資料の 収集が ある が
， そ の 際には こ の よ うな廃棄物汚染の特質を削提 と

しなけれ ばな らな い
。

　 と こ ろで ， 今 冂の 我 が 国の 産 業廃棄物処理 施設 の 設 置をめ ぐる状 況は，上 記の 「安全操業」

の 不可能性 と，全 国各地 の住民運動の 高ま りに よっ て極め て厳 しい もの が ある ，， そ れ で もなお，

日々 排出される 大景の 廃棄物 を前に して ，廃棄物処理 施設 の 議論が続け られ て い る。しか し，

そ うした議論 の 中に廃 棄物処 理施設 の 立地 条件 を め ぐる議論が見落 とされが ちな こ とを指摘 し

なければ な らな い
。

　今 日まで ，問題 とな っ て い る廃棄物処 理施設 に は ，共通点が い くつ かみ られる 。 そ の
一
つ は

そ の 施設が行政区 の 境 界付近 に あ る こ と，そ の 二 は施設が過疎地 や 中山間地 で ，人家か ら比較

的離れた と こ ろ に あ る こ と，第三 に は，廃棄物 を排出する人口集積地 と施設 とを結ぶ ア ク セ ス

道路が確保 され て い る こ とで ある 。 こ れ らの 3点は 立地論の 要件 で あり，当該施設建 設 の 際 に
，

そ の 設置場 所 を十分検討 した結果 で ある こ とを伺 わせ る 。そ して ，こ うし た条件 の と こ ろ で 全

国的 に廃菓物の不法投棄 と違法操業が ti々 繰 り返 さ れ て い る 。

　とこ ろ が
， 廃棄物処 理業者に と っ て 適 地 で あ る地域 で は，そ の 施設が 中間処理施設 ＝ 焼却炉 ，

最終処理施設＝埋 め 立 て 施設 の い ずれ に お い て も，最終的に はその 地域の地下水や河川水が汚

染 され る 。 他ノ∫，地下水 や河川水 の大半 は そ の 地域や下流 域 の 水道水源 で あ り，同時に周辺 に

広がる 農業地帯の 水源で もある 。 従 っ て，廃棄物処理施設 による環境汚染は，地下水 と河川水

の 汚 染 ， 人 間生活 に直結す る水源 と農業用水の汚染 を もた らす 。

　 こ の ような現状 を考え る とき，前節で見 た廃棄物行政の 中 に立地 論 の 視点が欠落 して い る こ

との 意味 は極め て重大である 。 廃棄物 に よる環境汚染 の 特質を考えれば
， 「『然環境 と国民 の 健
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康に配慮 した 立地論が重要 で ある こ とは 自明で ある 。 他 方で ，住民運動 の高 ま りと循環型社会

へ の 転換が求め られ る今 日，当而考 え られる廃棄物処理 は，水源地 で の 焼却や埋め 立て で は な

く，十分な監視の で きる 地域 で の保管施設 に よ る 中間処理 ＝保管が最 も現実 的 で ある と考えら

れる。また，先に述 べ た汚染 された土壌等もこ うした施設で の 中間保管が現実的で ある 。

　先 に 述 べ た よう欠陥を持ち なが ら も循環型 社会基本法 の 制走 に よっ て ，今後 は廃棄物の 抑制

と ともに ，廃棄物 を再利用 して い く様 々 な方法や制度の確立が進 め られ て い くもの と考 えられ

る 。そ うした再利用等が進 め られる こ とを前提 とした 廃棄物 の 中間保管施設の 設置場所 は工 業

地 帯が ふ さ わ し い こ とは 自明で あ る 。 なぜ な ら
，

そ こ は再利川 等の 新 しい 技術 を開発する に適

した社会的諸能力が集積 して お り，再利用 の た め の 加 工 工 場 が 設置 され る に ふ さ わ しい 地域 で

ある か ら 。

5．循環型社会論 へ の環境社会学的課題

　以 上 の よ うな当面の 環境調査等 と廃棄物の 中間管理 の 他 に，循環型社 会へ の 転換 の た め に は ，

経済構造の 転換 を軸 と し て ，社会の あ り方の 様々 な局面 で の 転換が求め られ て い る こ とは言 う

まで もな い 。とは い え，そ の 課題 は 環境社会学 の 枠 を越える 課題で あ り，経済学を中心 とした

社会科学 ，
さ ら に は 工 学の 領域 に ま で 及ぶ 広 範囲 で 多様 な課題 で ある こ とは 明 らか で ある 。 循

環型社 会へ の 転 換に 至 る 課題 を こ の よ うに捉 え る な らば，そ の 多様な課題 の 中で ，環境 杜会学

的課題を明 らか に し，そ の 論点を提示す る こ と が 求 め ら れ る 。 そ こ で
， 最後 に循環型社会へ の

道を切 り拓 くた め に環境社会学が担 うこ とが で きる 課題 と論点 を提示す る。

5．1．廃棄物処理 と公共 関与 ：近代 日本 の根本問題

　第一
には，廃棄物問題研究や運動で は廃棄物行政 の 先進国 ドイ ツ か ら学ぼ うとす る動 きが 多

い が ，歴史的或 い は様 々 な社 会的制 度で 日本 と相違する と こ ろ を無視する こ とはで きない
。 な

か で も，環境問題 に お け る ドイ ッ の NPO の 社 会的発 言力 の 強さが指摘 され て い る 。 こ の 点 は

「公 共」概 念に関 わ る課題 と して 優れ て 社会学的な理論的課題 で あるば か りで な く，具体的実

践的課題 で ある，，

　今 H の 我が 国で は
， 地方自治制の ドで 地方 自治体の 併合 や行政組合 の 形成 に よ る広域行政が

進行 して い る 。こ の 流 れ の 中 に地方自治体 の 任務で ある 般 廃棄物処 理 の 広域化が くみ こ まれ，

前述の よ うな大型焼却炉の 建設が進 ん で い る の で ある 。

　 こ うし た一
般廃棄物の 広域 処理 の 動向に 沿 い つ つ ，産業廃棄物 の 不法処理が頻発する状況 を

背景 と して ，産業廃棄物 の 広 域処理 と公共関与の 方式が全 国各地 で 進 め られ て い る。そ の 具体

的な方式が ，
い わゆ る第三 セ ク ター方式で 廃棄物処理事業団 を設立 し

， 産業廃棄物処理 事業を

進め る方策で ある 。 けれ ども，こ の 第三 セ ク タ ー方式 に は，何 よ りも経営責任 の 所在が不 明確

で ある とい う根源的な問題が ある 。 そ して ，経営が財 政的に行 き詰 まっ た際に は，第三 セ ク タ

ー
を構成 す る地 方 自治体 の 財政 負担が求め られ る こ とは明 らかであ る 。 従 っ て

， 産業廃棄物が
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住民 の 租税負担 に よ っ て 処理 され る とい う不 合理性 を こ の 方式は 構造的に内包 して い る の で あ

る 。 と こ ろ が，こ うした方式が 「公共関 与」 と して今 日の 産業廃棄物問題を解決する 切 り札 の

ご と く提示 され て い る v こ こ に は ，第三 セ ク ター方式 の 問題性 へ の 認識 の 相違と と もに，「公

共性」 に関する 認識の 相違 も見られ る の で ある 。 すなわ ち，公 共関与＝地方 自治体 の 財政負担

の 背後に，公共＝行政 とい う図式が 見ら れ る の で ある 。

　我が国で は，
．
般 的 に公共 ＝行政 と して 理解 され て い るが ，果た して ，公共＝行政 であ ろ う

か 。 こ の 問題こそ，我が国で は近代 市民社会の根本的問題 として 古 くか ら問われ て い た課題 と

深 く関わる もの で ある。近代 日本の根本問 題が単に理論的な課題 として の み ならず，廃棄物処

理場問題 をめ ぐる実践的課題 と して ，近代工 業の もた ら した様 々 な環境 問題 の 最終段階の 問題

と ともに登場 して きた の で ある 。

　そ こ で こ の 問題 を地 方 自治 の 概念 に そ っ て 考察す る。

　地 方自治に は，地 方自治体 の 自治 と住 民 自治とが含 まれ る と
一

般 に は考え られ て い る 。 そ の

際 ， 地方自治体の 自治と は 中央政府 に対する 自治で あ り， 住民 白治に依拠 し た 自治で ある 。 そ

して ，こ の 地方自治体 の 自治を支える住民 自治 こ そが公 共性 で あ る と考え る 。 自治体 の 行政庁

は，住民の 合意に よる 住民の ため の 執行機関で ある 。 地ノ∫自治体が公共性 を体現する の は そ の

合意 に基 づ く政策執行 の 限 りにお い てであ る 。 他方 で ， 住 民 自治 の 内実 を構成 する の は，住民

に よる合意形成の 杜会的諸活動で ある 。 そ こ に は，自治体内の様々 な住民運動や ボ ラ ン テ ィ ア

活動，或 い は そ うした今日的な活動に よ らない 伝統的な形態 も含まれ る こ とは 言うまで もない 。

そ れゆ え に こ そ，環境運動 等 の 様 々 な社 会運 動 の 積 み重ね に よ るNGO や NPO の 成熟が我 が国 に

お ける公 共性の 実現 の 土台 となる もの と期待 され て い る の であ る。

　こ の よ うに考え る ならば，環境社会学に とっ て ，環境問題に 関わ る様 々 な運動や ， ある い は

今日 的社会運動 と い う形態に よらな い 住 民 の 伝統的 な活動 を，公 共性 ＝住 民 自治 を担 い ，直面

する 問題 解決の 主体 と し て位置づ け ， 分析 ・解明する とい う実証的な課題が 提示 さ れ て い る と

言 うこ と が で き る
。 従 っ て ，環境問題等 に取 り組ん で い る NPO 等 の 担 い 手の ，直面 する 問題 の

認識の あ り様 と，問題解決 の 主体 と して の 自己意識の 分析 も重 要な課題 で あ る と考え られ る c

5．2．社会構造の 分析 と公共性

　以 上 の ような理論的か つ 実践的問題 と ともに 実証科学た る環境社会学 に は，循環型社会 に 至

る道 を切 り拓 くため の 社会構造論的分析 とい う実証的課題が課せ ら れ て い る 。 こ の 課題 は 廃棄

物処 理場 の あ る地域や全国 的視野で の廃棄物処 理 の 担 い 手の 社 会階層論的分析で あ る。そ の担

い 手の 分析は，循環型杜会に おける い わ ゆ る静脈産業の担 い 手の 形成 とい う実際的な課題に 直

結する もの で あ り，地域社会研究 と して も求め ら れ る もの で ある。

　と こ ろが ，そ の 担 い 手で あ る産業廃棄 物処理 業者 の 不 法投棄 が全 国各地 で 頻発 して い る こ と

が報道 され る中 で ，こ の 業界の ダ
ー

テ ィ な イ メ
ー

ジが広 く国民 の 中に浸透 して きて い る 。 また
，

1997年 の 廃掃法 の 改正 で は こ うした こ とを考慮 した規定が盛 り込 まれ て い る 。

　とは い え
，

そ うし た廃棄物処理 業界が 我が 国 の 産業界に 結合 し て い た か ら こ そ，今 冂ま で 産

業界 が発展 し
， 多くの 国民 が 物質的 豊 か さを享 受す る こ と が で きた の で ある，、こ の 事実は戦後
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の経済発展の 光の 部分に対する陰の 部分 をなす もの で ある 。 従 っ て，廃棄物問題 に関わ る社 会

構造の 分析は，こ の 陰の 部分や戦前に まで さか の ぼ る様 々 な社会的矛盾や 差別の 構造 と深 く関

わ らざ る を得 ない
。 それ ゆ え，循環型社会 に転換する た め に 必要な静脈産業の 育成 とい う現実

的政策や そ の ため の 基礎研 究として の 社会構造論は，こ うした重 い 課題 を避 け て 通 る こ とは で

きな い
。 もとよ り，こ の 課題は環境社会学に と っ て の み な らず，社会科学全体 に とっ て 重 い 課

題で ある。けれ ども，
こ の 課題を避ける こ とで 廃棄物問題 の 社会的解決が 達成 で きる こ と は あ

り得な い し，こ の 問題 を回避 した 「解決」 を国民が 求め る とした ら，そ こ に は真の 公共性が実

現する こ とは あ りえ な い で あ ろ う。

　廃棄物問題 は ，か くして 物 質的 な豊か さを 「私的 に」追究 し，こ れ まで 廃棄物処理 を担 っ て

きた社会的 セ ク ターを実質的に排除 し，時に は差別 して きた国民に
， 環境問題＝人類の 生存の

間題 とと もに ， 「公共性．1の 問題 を突 きつ け て い る の である。
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