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飯島伸子先生の歩み と環境社会学の方法

舩橋　晴俊

　2001年11月 3 日早暁 ，飯 島伸 予先生が亡 くな られ た 。 まだ 63歳 だ っ た 。 くしくもそ の 日 に 気

仙沼市で 開催され た環境社会学会第24回 セ ミ ナ
ーは，飯島さ ん へ の 黙祷を捧げる こ とで 開始 さ

れた。そ の あま りに も早 い 別れは，広 く環境問題研究 に従事 して きた各分野 の 人 々 に
， 大 きな

喪失感 と悲 しみ を与 え た 。 身近な人 との 永訣が誰 に対 して もそ うで ある よ うに，飯鳥さ ん の 早

逝 は，飯島さ ん と交流 しなが ら環境問題 を研究 して きた人た ち に ，人生 と学問を見直す機会 と

な っ た 。 飯島さ ん は
， 日本お よ び世界 に お ける環境社会学の パ イオ ニ ア で ある 。 そ の 意味は

，

道 な き道 を切 り開 き， そ の 人 の 足跡 が道 になる ような先達 であ る とい うこ とであ る 。 飯島 さん

の 自己形成 と研究の 歩みか ら，広 い 意味で の 方法か ら，我々 は何 を学ぶ こ とが で きる の だ ろ う

か 。 飯島さん の歩みが教 える もの を，研究集団 の力，実証性，自生 的 な理論形成，内面的姿勢

とい う視点か ら くみ取 っ て みた い
。

　飯 鳥さ ん は 1960年 3 月 に九州大学文学部 を卒業 した後，た だちに研究者 の 道 を歩み始め た の

では な く，数年間 の 会社勤め を して い る 。 飯島さんは 『技術史研究』41号 （1968年）で ，1965

年ご ろ を 「い わ ゆ る オ フ ィ ス
・レ デ ィ で あ っ た私」 と回顧 して い る が ，そ こ か ら い か に して

「環境社会学 の パ イオ ニ ア 飯島伸子」 として 自己形成 して い っ た の だ ろ うか。1966− 67年度の

2年 間，飯島 さん は，東京大学大学院社会学研究科で 公害問題を主題 に修士 論文執筆 に取 り組

み
， そ の成果 が 認 め ら れ る 形 で

，
1968年 4 月 に博士 課程 に 進 学 し，そ して す ぐ，東京大学医学

部保健学科保健社会学講座 の 助手 に採用 された 。
こ の 前後，数年の 間に，飯島さん の研究活動

は，三 つ の研究集団に 参加する形で 進め られた 。 それ は
， 大学院入 学前か ら加わ っ て い た 「現

代技術史研 究会災害分科会 」と
， 修 i：課程 で の 指導教官で あ っ た福武 直氏 を中心 とす る地域社

会学 の 研究 グル
ー

プと，保健社会学関係者か ら成 る ス モ ン病研究グ ル
ー

プで あ っ た 。 修
．i：論文

（1967年）の 「あとが き」 なら び に 『技術 史研 究』41号 の 「会員通信」欄 の 文章は，災 害分科

会の研究活動が決定的に重要 で あ っ た こ と，またそ こ で の 討議 と批判が学問 的 に真剣で厳 しい

もの で あ っ た こ とを示唆 して い る 。 修士課程前後の 数年間に お い て
，

こ れ ら研究集団の 力が 自

己形成 に非常に 積極的に作用 した こ とが うか が われ る の で ある。

　研究集団 の 力が支えにな っ た の は，特に どうい う局面 に お い て で あ っ た の か 。 1967年末に提

出 され た修士論 文 「地域社 会 と公 害」 は 550 枚 を こ え る力作で ある が
， そ の 基 盤 に な っ て い る

の は
， 少な くと も 7 回 に わ た る フ ィ

ー
ル ドワ

ー
クで ある 。 そ の 対象地域 に は ，静岡県の 沼津 ・

三 島市，新潟水俣病発生地域 ，富山県 イ タ イイ タ イ病発生地域 ， 熊本県水俣市が 含まれ，い ず

れ も当時の 公害問題の 中で 非常 に重要な諸地域であ っ た。そ の うち 6 回まで は，集団に よる フ
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イ
ール ドワ

ーク で ある が ，特 に 災害分科会 メ ン バ ーとの ，三 島 ・沼津，新潟水俣病，イタ イイ

タ イ病 の 調査，並 び に単身で の 熊本水俣病調査が大 きな意義を有 し，それが 修士論 文の 執筆 を

支 え ・∫能に し て い る 。 こ の よ うな初期の時代か ら晩年 に至 る まで
， 飯 島さ ん は 国 内お よ び海外

の 公 害 ・環境 問題 の 現地調査 を精力的 に 行 い ，徹底的 に 実証的 で あ っ た
。 そ して 「現地調査 こ

そが醍醐味 1と諳 っ て い た 。

　だが そ の ような調査 は，困難 や葛藤 な しに実施で きたわけで はな い 。 1991年の 夏 ，青森県む

つ 小川原開発 と核燃料サ イ ク ル施設 を対象 と して ，東京都立 大学飯島研究室，東北大学長谷川

研究室，法政 大学舩橋研究室の 共同調査を実施 した 。 5 月頃 の 合同打 ち合わせ で，飯島さんは

法政大学多摩キ ャ ン パ ス に来校 し，調査 に参加す る学生 た ちを 前に ，「こ の よ うな厳 しい 対立

の 生 じて い る地域 に 入 っ て 調査をす る の は 胃が痛 くな る思 い で す」 と話 して い た 。 また，別 の

機会に ，調査結果 の 発表が結果 的に 公害被害者に マ イナ ス に作川 して しまっ た こ ともある とい

う後悔に満 ち た経験 を話 して くれ た こ ともあ っ た 。 そ れ ら の 数多 くの 困難や 葛藤や 苦 い 思 い に

耐 えなが ら，数 々 の 調査が実施 され て きた の で あ る。

　現場で の 調査 と並 ん で
， 飯 島さ ん の 実証性 を支え たの は

，
1970年 ご ろ か らの 公害年表の 作成

作業 と ， それ とセ ッ トにな っ た 1公 害 の 社 会史1研 究で ある。年表作成作業 に取 り組ん だ こ と

が，公害問題 の本格的研究者 として の 自己形成 に と っ て 重大 な意義 を持 っ た こ とを飯島さん 自

身が語 っ て い る 。 膨大な資料整理 とい う下積み 的作業 に 長期間取 り組み ，研究の ］
・．準備的作業

とも思 われが ちな年表作成 とい う課題を，
一

つ の作品の 完成 と言うべ き位置 にまで 高め たの で

あ る 。 それ は，新 しい 方法の 確立 で あ る と同時に ，年表作成 とい う方法が，環境問題研究 に と

っ て 不可欠で あ る こ とを先駆的に示す もの で あっ た 。 「公害 ・労災 ・職業病年表』 （1977年，公

害対策技術 同友会〉の 続編 を刊行する こ とは ，飯島さ ん の 長 い 間 の 念願 で あ っ た 。都立大学で

教 えた院生 たち とlggO年代半ばか らそ の 作業に着手 し，最晩年の数 ヶ 月さ ら に 入 院後 も，体調

不良に抗 し て こ の 作業は続 けられ て い た 。 本格的続編 の た め の 準備資料 とも言うべ き 『環境年

表 1976 −1985 』（全236 頁）が ，飯島伸子編，富士常葉大学環境防災学部飯島伸子研究室発行，

少数部の私費印刷 と い う形で 完成 し，飯島さ ん の病床 に届けられ た の は，亡 くな られ る 数 日前

の こ と で あ っ た，、

　 こ の ように飯 島さんは，徹底 的 に 実証的 で あ っ たが ，同時 に，環境 社 会学 の 研究 にお い て
，

自生的 ・内発的な理論形成を成 し遂 げた 。 飯 島さん の フ ィ
ール ドワ ーク は現場へ の 精力的な探

訪 を重 ねる もの で あ るが ，

一
貫 して 社会学者 として の 研究方法に導か れ て い る もの で あ り，

ジ

ャ
ー

ナ リス トの仕事 とは異 なる社 会学者 の 研 究 の 固有 の 役割 を明確 に自覚 して い た 。 そ の 意味

は ，杜会学研究者と して調査結果 をま とめ る に あた っ て は，単な る事実の 記述 に とどまるの で

は な く，対象 の 意義や因果連 関を解 明す る よ うな，洞察力 の ある 理論的視点や概念枠組み を導

出する必要が ある とい うこ とで ある 。 飯島さ ん は他の 研究者や 院生 の 論文草稿 に対 して 改稿 へ

の 助言 を提 出す る 時 や ，他 の 人 々 の 出版物に コ メ ン トをする際 に，その よ うな態度を，再三 ，

示 し て い た 。

　だ が飯島 さん は ，理 論 が 「言 葉の 遊 び」 に堕 し て し ま うこ とに対 して は
， 終始，批 判的，警

戒的だ っ た 。 飯島さん の 歩みが 示 して い る の は
， 狭 く深 い 実証 的研究を基盤 と し て ，理論形成
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を成 し遂 げる とい う方法であ る。こ の ような研究方法 をとる場 合，ど の よ うな環境問題 に出会

い ，何 を研究対象 として 選び取 る の か とい うこ とが，そ の 後の 理論的な研究の 展開を大き く規

定する。飯島さ ん は ，1960年代後半と 1970年代を通 して ，水俣病，ス モ ン 病，炭塵爆発事件に

よ る
一一

酸化炭 素中毒問題 と い う深刻 な具体的問題 と格闘 した。 こ れ ら2 つ の 事例 か ら帰納 的 に

形成 され た の が 飯島さ ん の 1
．
被害構造論」で あ り， そ れ は我が 国 の 環境仕会学 の 最初 の 有力な

理論枠組み の 創出 と い う大 きな意義 を右す る もの で あ る 、、

　 日本の 社会科学が ，い か に して 自生 的な もの ，内発的な もの た りうる の か とい う問 い は
， 多

くの 人が考え るべ き課題で あ るが ， 飯 島さん の 歩みが提 示 して い る方法 は こ れ に対す る
一つ の

回答 を与え て い る 。 現実と の 直面な しに新 しい 理論 を作ろ うと して も，理論が 出来る もの で は

ない 。 それ ぞれ の 時代が提示するそ の つ ど の社会問題 に直面す る こ と，そ して それが新 しい 対

象へ の 出会 い を通 して の 新 しい 問題設定を可 能にす る場合，そ の よ うな条件 こ そが，新 しい 理

論枠組み を形成する可能性 を提供する の で あ る 。

　で は以上 に 見 て きた ような先駆的 ，創造 的 な歩み は，い か に して 可 能だ っ た の だ ろ うか。こ

こ で
， 狭い 意味で の研究方法 を こ え て

，
よ り広い 意味で の 人 生 の 歩み 方，その rj

．
1で の 学 問 を支

える基 本的態 度 の あ り方を見 つ め なけれ ば な らな い 。それ は ，端的 に 酉 え ば，公害 と い う社会

的不正 に対す る憤激 と批判意識 ， そ の よ うな社会問題 に 正面か ら取 り組み ，そ の 現場に 踏み 込

み ， 学 問的解明 を果 たそ うとい う基本姿勢で ある、，問題 関心 の 中心 にあるの は 公 害や職 業病や

労災に よる被害の 実態の 解明と，その ような彼害を生 み出す ，人 間 ・絹織 ・制度 ・社会構造の

あ り方の 批判的解明で あ っ た ， 方法の 中心に あ る の は，公害問題や 職業病に つ い て の 社会調査

で あ り，また被害者 ・生活者の 視点の採用で ある 。

　 だが ，飯島さんが公 害研究 に取 り組み始めた とき，社会学に お い て は，公害研究は確立 され

た領域で はな く，学界で 評価 され る 成果に結び つ くかは ま っ た く不透明で あ っ た、，公害研究に

打 ち込 む こ と は，〈 冒険〉 で あ っ た の で ある。そ の よ うな状況 の 中で の 不安や迷 い は，修士論

文 の 「あ とが き」や先述 の 「会員通信」に率直に表明 され て い る。 しか し，飯 島さんは 自分の

問題感覚に忠実に
， 周囲 の は や りすた れ が どうあれ我が 道を ゆ くとい う姿勢 を貫 く勇気 を持 っ

て い た。だが それ は ，社会学 者 の 中 で は ほ とん ど孤立 しなが ら，
一

人 で ，公害年表の 作成 や 各

地の調査な どの 膨大な作業 に打ち込む こ とを要請す る もの で あ っ た 。 そ の よ うな根本的方向づ

け こ そ が
，

パ イ オ ニ ア と して の 飯 島さ ん を 形 成 し た 鍵 で あ る の だ ろ う．．そ れ は 単 な る 知性 を 超

える もの で あ る．，社会科学 の 研究が ，知性 を柱 に展開す る こ とは言 うまで もな い
。 だが，社会

的，学問的に 有意義 な研究成果を創 り上 げる た め には，知性以外の 何かが必要で ある 。 それ は

感受性 ， 問題 意識 ， ある い は
， 思想性 と言 える か もしれ な い

。 そ の 何 か に 気 づ き， そ れ を大切

にす る こ と，それが ，研 究 の 大成 に は必 要な の だ。飯 島さんは こ の 何か を備え て い た 。 研究者

どうしの 出会 い が成立する の は
，

こ の何かが共鳴する時なの だ ろ う ，

　もっ とも，こ の よ うな歩み 方は，飯島さ ん に と っ て は ，そ の つ ど の 内面的促 しに従 っ て ，そ

の つ どの 制約条件の 中 で ，本質的 に大 切と思 われ る課題を ひ たす ら全 力で や り続けた とい うこ

とだ っ た の か も しれな い
。 そこ か らどの よ うな結果が 生 まれ る か は ，弛の 人 に と っ て も自分 に

と っ て も，後か ら回顧 的 に の み わか っ て くる もの なの で あ ろ う ，
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L・漁 嬬 掘 撫 榊 嬉鴻 異御 叛 か 赫 σ博 編 撫叛 ≧舗 瞞 単編 単撫 櫛 麟 御 み 撫 み か 宀 嫌 み 肄 轟 毒 ゐ 」脚 ゐ ゐ糊 、

　 1990年 5 月の環境社会学研究会の結成は
， 環境杜会学 を志す50名余の 者が は じめ て 集 ま っ た

とい う点で，飯 島さん に とっ て の 新鮮 な経験 とな り，新 しい 研究 の 展開 を卩」
．
能にする もの とな

っ た 。 こ の研究会は参加者に豊富な 自己形成 の 機会を提供 し，や が て環境社会学会 へ と発 展す

る。飯 島さん の 最後 の 10年は ，環境社会学会 の 最初 の 10年に ほ ぼ 重な っ て い る 。 こ の ほぼ 10年

間 の 学会 の 到達水準 を反映す るか たち で ，「講座環境社 会学』 （全 5 巻，有斐閣）が，飯島さ ん

の 都立大学退任 と重な る よ うに し て 刊行 さ れ た の は ま こ とに 象徴的で あ る 。 だ が ，飯島さん は

こ の 講座 の 完結後，ほ ぼ 一
ヶ 月 で 亡 くな られ た の で あ っ た 。

　飯島さ ん が亡 くなら れ た直後よ り， 「追悼文剰 と 『研究教育資料集』 を作成する と同時に，

遺 され た蔵書 ・資料類 を整理 して 1
．
飯 島伸子文庫 」を開設 し よ うと い う取 り組み が

，
ご く自然

な動 きとして 生 まれ て きた 。 飯 島さん は，2001年秋ま で の 3S年の 問に ，公害 ・環境問題 を中心

とする膨 大な蔵書 と杜 会調査資料を収集 して い た 。 こ れ らの 蔵書資料類は
， 環境社会学の み な

らず ，我が 国の 環境問題研究 全体の 中 で もきわめ て 貴重 な もの で あ る。それ らを散逸 させ ず整

理保管 し，広 く今後 の 研究 と教育に活用で きる仕組み を作る こ とは，飯島さ ん との 共同研究の

機会 に 恵 まれ者 た ちに とっ て は，当然取 り組 むべ き課題 で ある。ご遺族 ，最後 の 勤務校 で あ っ

た富士常葉大学 ， 環境社会学会の 共同研究者 グ ル ープ で の 話 し合い の結果，富 i：常葉大学図書

館内 に 「飯 島伸 了
一
文庫」を 設 置 し よ うと い う方針 が 決定 さ れ

，
そ の た め の 取 り組み 態勢 と して

設置準備委員会が作 られた 。

　文庫開設 の た め の模索を通 して 判 明 した の は
， 凵本 にお い て は

， 社会科学系，自然科学系を

周わず，有力な研究者が生涯 に わた っ て蓄積 した貴重 な資料類が ， 退任や死去 とと もに頻繁に

散逸 して い る とい うこ とで ある 。 と りわけ，社会調査の 原資料類 を包摂す る形で の 社会学分野

で の 個人文庫 の 設立は ，なか なか先例が 見 つ か ら ない 。 労力 と経費が かか る けれ ども短期的な

業績 には結び つ かな い よ うな こ うした作業 に，日本 の 学 問世界 は
．
卜分 に取 り組めて い ない ．し

か し，長期的な蓄積 と学問的上 壌の 涵養，そ の 基 盤 に 立 っ た 自生 的な研究の 形成 の ため に は，

こ の よ うな取 り組み が必要なはずで ある。

　環境問題 の 研究領域 に お い て は，時代 の 変遷 に つ れ て ，新 しい 知見が 集積され，新 しい 理論

が形 成 され て い くで あ ろ う。だ が ，研 究を支える エ ー
トス と し て 必要な姿勢は，どの 時代 に も

共通 で は な い だ ろ うか 。 飯島さ ん の 歩 み は，自分 の 問題関心に忠実に ，理論形成 を志向 した実

証的方 法を長 期に わ た っ て 堅持する こ とが
， 自生的 ・内発的な耕 究成果 を生 み出す鍵 として ，

い か に大切か を示 して い る 。 2002年秋に は ，多数 の 人 々 の 協力 に よ り ， 飯島さ ん の 「追悼文集』

と 『研 究教育資料集』が 刊行 さ れ る 。 本稿で の 限 られ た記述 よ りもは るか に 包括的 に 飯 島さ ん

の学問 的歩みが提 示 されるで あろ う。 それ は
， 回想の 記録で ある と当時に，環境社会学 の 研究

方法 へ の示唆 を与え る貴重 な源泉となるはずで あ る。
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