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特集　エ ネル ギー転換の 社会学

　本 誌が読者 の H に触れる こ ろ に は，す で に 「リオ ＋ 10」 を期 して 開催 された ヨ ハ ネ ス ブ

ル グサ ミ ッ トも終わ り，京都議定書 もまた発効 して い る こ とで あろ う、．京都議定書が地球

温暖化 対策 として どれ ほ ど有効か に つ い て は，今 なお評価は定ま っ て い な い
。 だが ，社会

学的 に見れ ば，こ の お よそ10年の 聞に京都議定書 を焦点 と して 展開 されて きた地球温暖化

問題 をめ ぐる 論議 は，地球環 境 問題 を現 代社会 に 内在す る構造的 な問題 と して とらえなお

すため の 大きな契機 とな っ た と評価 して よ い と思わ れ る。と りわ け，温 暖化問題が エ ネル

ギ
ーと利．会の 関 連性 に対 する現代 人 の 認 識 に根本 的 な反省 を促す きっ かけ に な っ た こ とは

特筆に 値する 。 その 結果今で は，枯渇性の 化石 エ ネル ギ ・一
や原子力 とい っ た従来 の エ ネル

ギ
ー

か ら自然エ ネル ギ
ー ・冉生可能 エ ネ ル ギ

ー
とい っ た新 エ ネ ル ギ

ー
へ の転換が政 策的な

市要課題と し て位置付 けられ る よ うに なっ て い る 。だ が ，特 に わが 国 の場合，エ ネル ギ
ー

転換 を め ぐる政策過程 は今 なお 旧態 依然た る不透 明な権力構造 の 闇に 包 まれ た まま で あ

る 。 そこ で 今回の特集で は，あえ て こ の 闇の 中に 分け入 っ て エ ネル ギ
ー転換政策 の 口∫能性

と問題 点を現代社 会の 内側 か ら明 らか に す るため に，市民運動や研究 を とお して エ ネ ル ギ
ー

問題 に深 くコ ミ ッ トし て い る 4 人の方 々 か ら論文を寄せ て い た だ くこ とに した。

　まず，冒頭 の 飯田哲也氏 の 論文は，エ ネル ギ
ー

転換 をめ ぐる政策決定過程 の 現場 か らの

貴重な イ ン サ イ ドレ ポ ートを とお し て
， 市民 、と法運動の 盛 り ヒが りに象徴 され る わが国 の

エ ネル ギ
ー

政策過程 に垣 間見 られ た明 る い 兆 しとそれ を覆 い 隠そ うとす る旧 い 政治 ネ ッ ト

ワ
ー

ク の 強か な暗躍ぶ りを，当事者な らで はの リ ア ル な筆致で 浮き彫 りに した うえ で
，

rk
’

民立法運動 の 新た な課 題が官僚 政治 に対 す る ガ バ ナ ン ス の 確立 に あ る こ と，NPO と政治と

の協働に よるイ シ ュ
ーネ ッ トワーク の機能に市民立法運動の可能性が なお残 され て い る こ

とを展望 して い る 、， 次 の 田窪祐子 氏 の 論文は ，こ れ まで 異議 申 し立 て，啓蒙 活動、理 念的

な政策提言 な ど，どち らか と言えば シ ン ボ ル 的な役割 に終始 しが ちだ っ た市民運動に対 し

て ，エ ネル ギ
ー政策の 転換に は ，よ り実質的な目に見える結果 を生み 出す こ とが で きる市

民運動 の 方が戦略的 1に有効で は ない か，端的に言えば，政策決定手続 きの民主化 よりも実

の ある結果 を出す こ とを優先すべ きで は な い か とい うい ささか刺激的な問題 提起を，ドイ

ツ の 事例 を ふ まえ て行 っ て い る 。 3 つ 目の 田中充氏の 論文は，温暖化対
．
策 との 関連で 地域

レ ベ ル の エ ネル ・ギ
ー転換 とい う政 策課題 に直而する こ とにな っ た 自治休の 現状 を，エ ネル

ギ
ー

の 消費者，供給者，そ して 政 策ギ体 とい う 3 つ の視点か ら考察 し，今後の 自治体行政

に お ける エ ネル ギ ー政策の あ り方を展望する と ともに ，い くつ か の 先進事例 を紹介 して い

る。最後 の 小 池浩
一

郎氏 の 論文は，バ イオ エ ネ ル ギ
ー

の 専門家 の 立 場か ら，日本の エ ネル

ギー政策の 大 きな誤謬が バ イオエ ネル ギーの 位置付け方に 認め られ る こ とを明確 に指摘

し，そ の よ うな誤 りを是 正 して バ イオエ ネル ギ
ー

を適切に導入す る には ，自治体住民
一

人

ひ と りの 白己責任に 裏打 ち され た真 に分権的な社会の 実現 をめ ざす しか な い とい う紬論

を，ス ウ ェ
ー

デ ン の 先進事例 をふ まえて導 い て い る、，

　環境社会学が環境政策や エ ネ ル ギー政策 に い か に コ ミ ッ トすべ きか に つ い て は，必ず し

も政策科学 を志 向しな くて もよい とか，政 策か ら距離 を置い た自由 な視点か ら政策を批判

する こ とに こ そ環境社会学の 真骨頂が ある とい っ た立場 も含め て ，様々 な考え方が あ っ て

よい
。 しか し．今回の特集に寄せ られ た 4 つ の 論 文は，い ずれ も，エ ネ ル ギ

ー
転換 とい う

政策課題を達成する には，私た ち自身が どの ような社会をつ くろ うとする の か を明 らか に

しなけ れば何 も始ま らない とい う重要 な認識 を明 に 暗 に 提 示 して い る。それ は 端的 に言え

ば，杜会 を変える こ とな し に エ ネ ル ギ ー転換 は で きない ，とい う認識で ある 。 だ とす れば T

エ ネル ギ
ー
転換 とい う政策課題 はす ぐれ て 社 会学 的な問題 にほか な らない とい うこ とにな

る 。 こ の特集の タ イ トル を 「エ ネル ギー転換の社会学」 と した意図もそ こ に ある 。
こ の特

集 を，読者諸氏が ，私た ちの 社会 をど こ か ら ど の よ うに変 えて ゆ くこ とが適切 な エ ネル ギ

ー転換 に つ なが る の か
，

とい う問題を考えるため の ヒ ン トと して役 llt／て て い ただけ れば幸
い で あ る 。 　　　　　　　　　　　　　　　　 （文責 ：編 集委員　池田寛二 ・高m 昭彦）
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