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遺伝子組み換え作物に市民はど う立ち向か えるか

　　　　牧下　圭 貴

（農 と食 の 環境 フ ォ
ー

ラ ム 代表）

1．遺伝子組み 換え作物の 本質

　世界全体で 遺伝子組み換え作物 の 栽培が拡

大 して い る 。 全匱界で の 2002年 の 作付け面

積 は 5870カ ヘ ク タ ール で，前年 よ り 12％ の

増加 し
， 増加 率は過去 6 年間毎年 10％ を 超

えて い る。作付け品 目は大豆， ト ウ モ ロ コ シ ，

綿，ナ タ ネ の 順 で ，も っ とも多い 大豆 は 遺伝

子組み 換え作物全体 の 62％ を 占め て い る。

また ，
こ の 4 品 目で ほ ぼ 100％ を 占め る 。

2002 年は は じ め て 大豆 作付け 面積 の うち，

遺伝子組み 換 え大豆が 占め る 割合が 50％ を

超え た α）。

　遺伝子組み換え大豆 の ほ とん どすぺ て が，

モ ン サ ン ト社 の 除草剤ラ ウ ン ドァ ッ プ 耐性品

種で あ る と見られ る 。
つ ま り，世界で 作付け

された大豆の 半分は 同一品種で ある 。

　遺伝 ∫組 み換え作物は，米国，ア ル ゼ ン チ

ン ，カ ナ ダ，中国の 4 ヵ 国で 99％ が作付け

されて お り，米 国で は 大豆 作付け 面積 の 75

％ が遺 伝子 組み 換 え除草剤耐性 品種 とな っ

て い る 。

　現在 の 人豆作付け状況は ，遺伝子組み換え

作物 の 問題点 と本質を示 して い る 。

　モ ン サ ン ト社 1社が所有す る 1 品種が，世

界 の 半分，米国 の 75％ の 大豆畑で 作付けさ

れて い る の で ある 。 そ の 品種は 同社 の 除草剤

ラ ウ ン ドァ ッ プ耐性品種で あ り，栽培方法 も

除草剤ラ ウ ン ドァ ッ プ使用に 規定 され る。

　近代農業 は
一

貫して 自給的農業を排除し ，

生産者 と自然か ら の 収奪に よ っ て 商品性を獲

得す る道を歩ん で きた 。プ ラ ン テ ーシ ョ ン に

代表 され るよ うに ，単一作物を広域面積 で 栽

培 し，農薬や化学肥料に よ り自然生態系や土

壌を荒廃 させ なが ら国際市場 に おけ る優位性

を競 っ て きた 。 それは，多国籍企業や国際資

本など少数に よ る支配で あ り， 遺伝子組み換

え技術は ，種子 と生産手 段 に まで そ の 支配が

及 ん で い る こ とを意味す る。

　 WTO に よ る農産物 ・食品の ハ
ー

モ ナ イ ゼ

ー
シ ョ ン （harmonization）推進 と同様，遺

伝子組み換えな どの バ イ オ 技術は，世界の 農

業を均質化 し支配す る た め の 技術 とな っ て い

る。

　 しか し，こ の 方向性は 大きな危険を は らん

で い る 。 遺伝子 組み 換え作物の環境や 人体に

対する影響に つ い て は ，天笠 ら（2）が報告し て

い る の で ，こ こ で は，次 の 点だ けを指摘 して

お きた い 。
モ ン サ ン ト社の 除草剤耐性 大豆 に

環境ある い は人体 に 対する危害が明らか に な

っ た と し て
， 世界 の 半分 の 大豆 を 回収 し処分

す る こ とが で きるだ ろ うか 。 また，なん らか

の 病虫害や 気候条件に 対 し除草剤耐性大豆が

弱い 特性を示 し た ら，大規模な不 作を招 くこ

ととな る。現在 の 状況は ， 世界 の 食料に と っ

て 大ぎな危機で あ る 。

2．遺伝子組み 換え イネ と 日本

2．1．一大消費国 ・日本

　 H 本は ，遺伝子組み 換 え作物 の
一

大消費国

で ある。大豆で 見て みれば，自給率はや や増

加 に 転 じて 5％ 。 輸入 の うち約 8割が 米国産

で あ り，米国 で の 遺伝子組み 換 え大豆 が 75

％ とな っ た 今，単純 に 計算 し て も日本 の 消

費量 の 5割強は 遺伝 了組み換えで ある と推定
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で きる 。

　生産画で は ，
一

時花卉が 生産され て い た こ

とを除 き，遺伝 r−reみ 換え作物 の 商業生産は

行わ れ て い な い 。 しか し，遺伝子組み 換え大

豆の 商業生産を 目指す生産者団体 もある 。

　日本で は
， 遺伝子組み 換え作物に つ い て は ，

栽培 が農水 省 の 指針 （ガ イ ドラ イ ン ），飼

料 ・飼料添加物が農水省の 安全性審査 （2003

年 4月以降）， 食品 ・食品添加物 と し て の 流

通は 厚生労働省の安全性審査に よ っ て い る 。

いずれ も申請者 の資料 に よ る審査で あ り，ま

た ， 実質的同等性を前提に し て い る。

　食品 の 表示 制度 は ，1999年 7 月 に JAS 法

の 改正 に よ り導入 され ，2001年 4月 よ り施

行 された。醤油，食用油など組み 換え タ ン パ

ク 質が残留しな い も の に つ い て は表示対象外

で ある。その た め ，多くの 消費者は遺伝子組

み換え食品 と認識 し て い な い
。 飼料の 表示制

度は な い
。

2，2，遺伝子組み 換え イネ の 現 状

　 凵本政府は ，イ ネ の バ イ オ 技術応用を重要

な国家戦略 とし て い る 。
イ ネ

・ゲ ノ ム の全解

析を行 う1玉際 プ ロ ジ ェ ク トを 主導し，グ リー

ン
・

フ ロ ン テ ィ ア 計画で ，遺伝子組み 換えを

中心 に イ ネ の 産業応用 の 研究 に 多額 の 予算を

配分 して い る 。

　ロ本国内で は
， 農水省関係の 研究機関，大

学，企業が単独 で ある い は 共 同で さまざ まな

遺伝子 組み換 えイ ネ を開発 して い る。その 正

確な 数は 把握で きて い な い が少な くと も 60

を 超 し て い る 。 その 中身に は ，第 1世代 と呼

ばれ る殺虫 ・殺菌性 ， 除草剤耐性の もの と，

第 2世代 と呼ばれ る鉄分増強や ス ギ花粉症 へ

の 予防的品種な ど機能性を うた っ た もの が あ

る。

　 これまでに 5 つ の 品種が一般ほ 場栽培可能

とな っ て い る が，食用 とし て 厚生労働省に 安

全性審査を出された もの は ない 。

3．市民 運動の成果

　 1996年，遺伝子組み 換え食 品の 国 内流通

が は じま り，表示制度を求め る運動が盛 り上

が っ た 。1998　t「に は 1100を超す地 方議会が

表示 を求め る請願な ど を 採択 し て い る 。
こ れ

は ，地方議会全体 の 3分の 1 となる。そ の 結

果 ，1999年 に JAS 法改正 の 形で 表示 が制度

化され た 。

　そ の 後も，表示 制度の 強化，審査 の義務化

と強化，輸人 分別を求め る運動，食品メ ーカ

ー
に 非組み換え品を求め る運動 ， 飼料 の非組

み 換え化や 国産化を求め る運動な どが全国で

展開さ れ た 。 生産者も有機農業や環境保全型

農業生産者を中心 に 遺伝子組み 換えに反対す

る運動が 生まれ ，国産 ＝非組み換えで ある点

を強調す る動 きと もな っ た 。

　 2001年以降 ， 遺伝子組み 換え イネ が 1つ

の焦点 とな る 。 愛知県農業試験場 と モ ン サ ン

ト社が 共同研究す る 除草剤 耐性 イ ネ 「祭 り

晴 」 が 2001 年 に 般 ほ 場 栽培 口1能 とな り，

2002年に も厚牛労働省に 食品 とし て の 安全

性審査申請が 出 され る と見られ たか ら で ある 。

愛知県の 市民を中心 に 全国で 反対運動が起 こ

り，2002年 12月の 愛知県議会で 研究 の 終了

が答弁 され，除草剤耐性 「祭り晴」 の 商業化

が中 【Eさ れ た 。こ れ は ．市民の勝利で あ り，

世界中 の 遺伝子組み 換え に 反対す る 市民か ら

歓迎 された 。
こ の 直後，もう 1つ の

一
般ほ 場

栽培可能な低 グ ル テ リ ン イ ネ 「コ シ ヒ カ リ」

を開発 して い た オ リ ノ バ 社が親会社に よ っ て

解散され る こ ととな り， 商業化が遠 の い た
。

　 し か し，前述 の 通 り，遺伝子組み 換えを軸

に し た イ ネ の バ イ オ 技術応用は 国家戦略で あ

り，そ の 方針は 揺 らい で い ない 。

4，学 校給食にあ らわ れ る市民 の意志

4，1，遺伝子 組み 換え不 使用 の広が り

　 1996年以降，学校給食 で 遺伝子組み 換え

食品を 使用 し な い こ とを求め る 請願な どが 全

国 に 広が っ た。その 動 ぎは表示制度が実施 さ
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れた後 も続き，表示 対象と されな い 醤油や食

用油に 対 し て も不使用を求め るな ど，表示制

度を超え て よ り厳し い 対応を求め て い る。

　埼玉県川越市で は
，
1998年度か ら ， 醤油，

食用油を 含め 非組み換 えで ある こ と の 証明書

を求めた り，冷凍ポ テ トを国産に切 り替 える

な どの 対応を行 っ た 。

　 1997年度内だ け で も，神奈川 県藤沢市．

座間市，大和市，東京都町田 市， 日野市，山

梨県甲府市な どが対応を は じ め て い る 。

　表示制度後も様 々 な対応が とられて い る 。

長野県上田 市で は 給食食材に遺伝子組み 換え

食品を使わ ず，で きるだけ地場産品を使 うこ

とを食材規格に 定め た 。 佐賀県佐賀市で は 非

組み換え大豆 （ブ ラ ジ ル 産）で の醤油の 開発

を県の 味噌醤油醸造協同組合に 打診 し，独 自

の 醤油に 切 り替え た
。 そ の 後 ， 佐賀市で は ，

地場産米や 野菜，県産小麦 の パ ン を導入 な ど

地 場型学校給食へ の 志向を強め て い る 。愛媛

県新居浜市で も，学校給食に遺伝子組み換え

食品を使用 しな い こ と と合わせ て地場 産農産

物の 使用 を積極的 に進め て い る 。 こ の よ うな

動 ぎは全国に 見られる 。

　 さ らに
， 遺伝 子組み 換え イ ネ の 開発 に つ い

て 報道が高ま る とと もに ，遺伝子組み 換 え米

を学校給食に使用 しな い よ う先手を打 っ た形

で の 議会請願が 採択 される例 も，千葉県佐倉

市や 八 街市，東京都中野区や東久留米市な ど

に 見られ る 。

4．2．安全性追求を超えて

　学校給食は 市町村が運営主体で ある こ とか

ら，市民の 声が反 映 しやすい 。また，子 ど も

が食べ る もの とい う性質か ら，安全性 に 対し

て市民 が敏感に反応す る。

　 ポ リ カ ーボ ネ ート食器 は ，90 年代に 学校

給食食器の 主流 とな りつ つ あ っ たが ， 内分泌

か く乱物質 （環境ホ ル モ ン ） の ビ ス フ ェ ノ
ー

ル A が 溶出す る と の 報道後，急速 に 代替さ

れ た 。雪 印乳 業 の 牛 乳食 中毒事 件 や BSE

（狂牛病）問題 に も，学校給食 の 対応はすば

や か っ た 。 それ は 文部科学省に 要請 され た も

の で は な く，rh 民，保護者，ある い は 学校給

食に 直接携わ る栄養士
， 調埋 員，学校給食関

係者の 自主 的な 対応で ある 。

　近年食品へ の 不 安が高 ま っ た こ と に 加え ，

地域環境保全意識 の 高 ま り，生活文化や地域

産業 の 見直し，地域づ く り運動な ど に よ っ て ，

学校給食 で 地 場の野 菜や米，食品を取 り入 れ

る動きが急拡大 して い る 。

　以前 よ り，福島県熱塩 加納村 （米，野菜

等 ），高知県南国市 （米） などで 地場産農産

物を利用 した学校給食が 行われ て きた が，そ

の 結果 と し て ，生産者が子 ど もと直接交流 し
，

安全性を考え て 農薬 の 使用量を減らす，有機

農業に 転換する，あるい は多品 目栽培に 取 り

組むな どの 動 ぎに つ なが っ て い る 。 さ らに ，

子 どもを通 し て保護者や地域の 消費者 も地場

産の 農産物な どを知 り ， 地産地消が広が っ て

い る。2002年度 よ り学校教育に 総合的学習

の 時間が導入 された こ ともあ り，生産者 と の

交流体験が ，地域づ くりや身近 な環境保全に

もつ なが っ て い る 。

5．遺伝子組み換え の対極を 目指す

　各地で 起 きて い る地場型学校給食の 事例は ，

遺伝 F組み 換え作物や ハ
ー

モ ナ イ ゼ ー
シ ョ ン

の よ うな経済活動の た め に 単純化，均質化 し

た食や 農業，社会を求め る動きに 対 し，市民

の 不安 とこれか ら社会 の あ りよ うを示 し て い

る 。

　均質化 した食や農業の あ り方は ，自然生態

系に大 きな 負荷を与え ，
バ ラ ン ス を崩 しやす

い
。 近代農業は ，農薬 ・化学肥料 の多投，過

剰な放牧，過剰な 開墾な どに よる，圭壌 の疲

弊や生態系 の し っ
ぺ 返 し と で も言える よ うな

病虫害な ど に よる生産性の 劣化を何度も体験

して い る 。 遺伝子組み 換え作物 もそ の延長上

に し か な い 。
ハ

ー
モ ナ イ ゼ

ー
シ ョ ン は

，
それ

を助長するだ けで ある。

　これに対し て きた の は，有機農業運動であ
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ろ う。

　有機農業の考 え方に は，地域の 自然環境と

の調和，自給的有畜複合農業，地産地 消や提

携な どが包括 されて い る 。 地域 ご との 臼然 と

調和する農業は ，生命の 多様性，生態系の 複

雑 さを 認め ，共存す る もの で ある 。 そ こ に は ，

品種や農業技法 の 多様性 もある 。有機農業運

動は明確に 遺伝子組み換え作物を拒絶 して お

り，JAS 法 に お け る有機農産物表示 制度で

も，生産基準で 遺伝子組み 換えが 有機農産物

にな りえな い こ とを 明記 して い る 。

　 さら に ，近年 の フ
ー

ドマ イ ル や ス ロ
ー

フ
ー

ドの よ うな考え方や ，地域づ くり の 中で 伝統

的な農 と食 の 結 びつ きを見直す動きは ，地域

ご との 自然生態系や 文化に よる多様性 を志向

し て い る。それは ， 目本の 課題で もある 自給

率の 向上に つ なが る道で もあ る 。

　短期的に は ，遺伝子組み 換え イ ネ の 開発を

中止 させ る こ とや
， 国内で の 遺伝子組み 換え

作物商業栽培を さ せ な い ，表示 の 強化な ど従

来 の 運動が欠か せ な い 。その
一方で ，長期的

に は 地域 ご と の 環境保全や 地域づ くりを通 じ

て ，農業や 自然，生命を も支配 し よ うとす る

勢力に 抗 して い くこ とが必要で ある 。
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