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異文化が問 う正統 と正 当
一 先住民族の 自然観を手がか りに環境正義の 地平を 広げ るた め の 試論一

細 川 弘 明

（京都精華大学）

　環境保護 と環境正 義を 追求す る運動 に お け る 正当性 と正統性 の 問題 を，先住民族 の 自然観を 手 が

か り に 批判的 に 分析す る 。先住 民 族 に 対 す る 主 流礼会か ら の 眼 差 し の あ り 方 と し て ，弱 ぎ者

（2．1．），美し ぎ者 （2．2、），異 な る 者 （3．1．〜3．3．） と い う3 つ の イ メ
ージを と りあげ る。と りわ け，

先住 民 族 とt 流社会の あ い だ に 横た わ る 畏文化 の 壁 が もた らす認識 の 齟齬に つ い て 重点的 に 論 じ る
。

こ の 齟齬 を 見落 と し て ぎた こ とが，従来 の 自然保護 ・保全運動に お ける 先住民族 の 疎外 ・抑圧 の 原

因 で もあ っ た 。

　論考 の 素材とし て ，本稿 で は 主に ，オ ース トラ リ ァ 先住民 族 （ア ボ リ ジ ニ
ー） と H 本 の 先住民族

で あ る ア イ ヌ の 事例 に 言 及 して い く。 自然 と人間 の あ い だ に 本来あ っ た 身体的感応性を 環憧運動が

ど う受 け とめ る か （3．1．），特 定 の ト地 と特 定 の 人 間 集団を め ぐる 特異的 な 関係の あつ か い （3．2．），

先住民族 の 自然観
・
環境知 識

・
資源管理技術 を 評価す る 深度 を め ぐる問題 〔3．3．），な どに つ い て

順 次 議論す る 。3．2．で は ，近代民 主 主 義の 制度 に もとつ く正 義 と 先住民 族 の 文化伝統 と が 抵触す る

よ うな ケ
ー

ス を ど う考える か ，とい う点 に も踏み 込む。

　本稿が 提示す る結論は ， の 異文化 に 対す る無理解や 抑圧 が 自然破壊を推し進 め る因 チ の ひ とつ

で あ る こ と，そ れ ゆ え，li） 自然 を 守 る た め に は 「文 化 的 多様 性 」 へ の 理 解 と擁護iが 必 須 の 条 件 で

あ る こ と，そ し て そ れ を 実践す る うえ で，丗） 自然を 守 る運動 は 自分 た ち の 文化や 社会 の 既存 の 価

値 観 に 対 す る見 直 しを 含む もの で な け れ ぽ 高い レ ベ ル で の 環境正 義 に 到達 し え な い
，

とい うもの で

あ る。

キ
ー

ワ
ー

ド ： 環境的公正，先住民族，資源管理，異文化，土地権

　　　　　 制度的保障 ， 開発 と文化 ， ア ボ リジニ ー，ア イヌ 民族

1，問題 の 所在 と位置づ け

　小稿は， 口本環境社会学会第 30同 セ ミ ナ
ー

（2004年 12月 11 日，武蔵工 業大学） で の シ ン ポ

ジ ウ ム 「環境を め ぐる 正当性／正統性 の 論理
一 時間 ・歴史 ・記憶」 に お い て お こ な っ た 口 頭発

表 「自然を 語る べ きは 誰か
一 先住民族か らみ た

“
環境保護

”
の 正統性 」 を もと に ，論点を整

理 ・補充 し た もの で ある
。

お もに オ ース トラ リァ 先住民族 （ア ボ リ ジ ニ
ー）ω と ア イ ヌ 民族の 事

例を ひ ぎつ つ ，環境保護を め ぐる先住民族と入植者社会 （に も とつ い て 形成 され た 今日の 主流社

会）の 価値観 の 違 い に つ い て 分析 ・考察する。そ の よ うな考察が，「自然を守る こ と」 の 意味の

見直 し，あ る い は 守る べ き 「自然」 と人 間 と の 関係の 捉 え方 の 見直し に つ なが る重要 な視座を与

えて くれる こ とを不 し た い 。
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　ひ とくち に 先住民族 とい っ て も，置か れた 状況 は様 々 で あ り，とりわ け工 業先進国 と開発途上

国 とで は 先住民族の権利や地位 の 保障の 度合い が大 きく異なる 。 また，日本に おける ア イ ヌ ，ニ

ヴ ヒ， ウ ィ ル タ の よ うに，い ち お う先進国 とされ て い なが ら，きわ め て 貧弱な地位保障に とどめ

られ て い る先住民族 もある 〔2）
。

　本稿で頻繁に 言及す る こ とに な る ア ボ リ ジ ニ
ーは ，制度的に み れば権利保障が （他 の 国 々 の 先

住民族に較 べ る と）か な り進ん で い て
， 社会的認知度も高 い

。
オ

ー
ス ト ラ リ ア の 公的機関で は ，

先住民族 の 社会事情や文化慣習に 配慮す る担当者 （ア ボ リ ジナ ル
・リエ ゾ ン ） が ほ とん ど の 業務

分野で 設置 され て い る 。 環境団体 ・政治団体 ・社会福祉団体な ど各種 NGO ／ NPO で も ア ボ リジ

ナ ル
・リエ ゾ ン を お くこ とが 多い

。 環境保護の 分野で い えば，国立 公園の 管理運営に は （ア ボ リ

ジ ニ
ー
集団が存続 し て い る地域で あれば，ほぼ 必ず） ア ボ リ ジ ニ

ーが参画する 。 鉱山開発や観光

開発に 対し て ，そ の 対象地域と関係 の ある ア ボ リ ジ ニ
ーは ，その 事業内容をめ ぐる交渉権を法 に

も とつ ぎ請求す る こ とが で きる （必ず認定され る とは限らな い が）。 多 くの マ ス コ ミ の ウ ェ ブサ

イ トに は 「先住民族 」 （lndigenous） の リ ン ク
・ボ タ ン が用意 され， ア ボ リ ジ ニ

ー
章こ関係す る ニ

ュ
ース に ま とめ て 接す る こ と が容易で ある。

　こ の よ うに 書 くと，オ ース トラ リ ァ の 政策は 非常に 進ん で い て ，先住民族は た い へ ん 恵まれて

い る とい う印象を与え るか もしれな い が ，む し ろ 逆 に ， こ れだ け政策対応 ・権利保障が進ん で い

て も， なお，ア ボ リ ジ ニ ーの 受昔は厳然 として 続 い て い る こ とに 小稿で は 注意を むけた い （3）
e

　「先進国」 に おける先住民族の 状況を 分析する こ とで ，近代的な民主主義制度に よ っ て も解決

されて い な い （こ とに よ る と解決 され えな い ）「受 昔」 の 様相を素描 し，それ を ど の よ うに 捉 え

るか，そ して ，そ うい っ た 見 見落としやす い 受苦 の 様相を理解 し共感する視座 （さ らに は 3．1．

で 述べ る よ うな身体的な感覚）を獲得す る こ とが，先住民族以外の ，t 流社会を 構成す る人 々 と

自然 ・環境 との 関係に ど の よ うな可能性を もた らすか を考 え て み た い 。

　先住民族の位置を ，主流社会 （多数派，支配的価値観 非先住民 族／入植者） の 側か ら描 く視

点 と して ，小稿で は 3 つ を検討する 。それ は ，《弱き者》 として の 先住民族，《美 しき老》とし て

の 先住民族 ， そ して ，《異な る 者》 とし て の 先住民族 ，
とい う （相互 に 重な り合 う部分 もある）3

っ の 視座で あ る 。

　《弱き者》《美 しき者》とい う捉え方は ， あい 矛盾す る要素が 無 い わけ で はな い が ，
“

弱 きが 故

に 美 しい
”

とする主流社会側か らの 価値付け に 規定 され て い る （その 政治的含意 は ，美 しき者に

強き力を与え な い ，とい う抑圧の論理で あ ろ う） とい う点で 通底 して い る。

　環境を守 る運動に か かわ る人 々 が先住民族に 対し て 従来い だ い て きた イ メ
ージ は，多くの 場合 ，

こ の 「弱き者 （へ の 憐憫 ・義憤 ・支援 ・共感
……

）」 か，「美し き者 （へ の 憧憬 ・敬意 ・郷愁 ・共

感 ……）」 か ，あ る い は 両 者を何らか の 比率 で 混ぜあわ せ た イ メ ージで ある よ うに 筆者に は思 わ

れる 。 そ こ に 前述 の よ うな抑圧 の 論理が （無意識に で は あれ）包含されて い る とい う点 に 注意 し

つ つ
， 次節 （2．1．と 2．2．）で は 従来の 視線を批 判的 に 検討す る。そ し て 次 々 節 （3．1．〜3．3．）で

は，《異な る者》 とい う視座を手が か りに 1 従来 の 視線 で は 捉え きれ な か っ た 側面 に 考察を すす

め ，「正 当性 」 と 「正統性 」 の 議論を深 め る こ と を試み る 。

　な お，小稿に お け る 「止 当性 」 と 「正 統性 」 の 使 い 分けは，お おむね前述の セ ミ ナ ー （2004
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年 12月，武蔵工 業大）に お け る池田寛二 に よ る論点整理 に もとつ い て お り，と りわ け，「環境社

会学は ，環境をめ ぐっ て社会的生活世界の なか で 生 じて い る正当性 と止統性 の 間 の 齟齬 ・摩擦 ・

抵抗 ・ズ レ を理 論的 ・実証的に解 明しなけれぽ な らな い 」 との 池田 の 提起を意識 し た もの で ある。

2．従来の 視線

　先住民族の 声に ある種 の 正 当性を与え て きた根拠は 何だろ うか
。 それら の 根拠を ， 環境社会学

の 枠組み は ど の よ うに位置づ け，ある い は 批判し ， ある い は深化させ る こ とが で ぎる だ ろ うか 。

21 ，《弱き者》と して の 正 当性

　先住民族が政治的 ・経済的に
“
弱い

”
存在で ある の は 社会的現実で あ り，その こ と白体を否定

す るつ もりは な い
。 しか し，なぜ 弱ぎ存在 とな り，その 位置を脱す る こ とが で きずに きた の か ，

とい う歴史性 に 目をむ けな い と，保護主義的な対応 に 終始 し て し ま う こ と に な る ω
。

オ ー
ス トラ

リ ァ の 先住民族運動家が主流社会を 批判す る と きに し ば しば使 う用語に 「パ タ ーナ リズ ム 」 （家

父長的温情主義） とい う表現が ある
。

ア ボ リ ジ ニ
ー

の 政治運動が パ タ ーナ リ ズ ム を拒否する の は，

支配庇護 の 対象 と し て で は な く，意志決定の 主体 と し て ，あ るい は対等な交渉 の 当事者と し て 臼

分た ち を 認め よ，とい う主張の 故で ある 。

　しか し，運動の論理 と し て 見た場合 ， そ こ に は厄介 な矛盾が 孕まれて い る。とい うの も，弱者

が声をあげる時 ， そ の 声に 耳を かたむ ける こ とを正当視 させ るため の
一番わ か りや すい （主流社

会か ら攴持を 得やすい ）論理は ，それが 「弱者 の 声」 だ とい う，正 に その点に ある か らで ある 。

弱者で あ るが故 の 「正当性」 を 武器 に ，対等な存在 と し て の 認知を得 よ う，と い う形で運動を展

開す る とき，そ れ は 「強者の 持て るもの 」 の 分配 の 修正 を求め る 形に な らざ る を 得な い 。そ うい

う形 し か あ りえな い の で はな い が，そ うい う形 に な りやす く，またそ うしな い と主流社会を 構成

す る善意 の 多数者の理解 と攴持を得る こ とが難 しい
。

　 こ の こ とは また，先住民族 の 弱者性が ，主流社会内部 で の 対立 に 利用 されや すい と い う側 面を

も生む。弱 きこ とが 「正 当性 」 の根拠で ある な らば
， 弱者を味方 に つ けた党派 が 「正当性／正統

性 」 を獲得する
，

と い うこ と に なる か ら で あ る 。 筆者が （研究者 と し て よ りは運動家 とし て ）深

く関わ っ た ジ ャ ビ ル カ 鉱 山開発問題   で は ，開発を推進する鉱山会社 の 側，開発に 反 対する環境

団体の側，双方 ともア ボ リ ジニ
ー

との 協力関係を前面に 押し出す こ とで ，それぞれの 正し さを競

う構図がみ られた 。 環境団体は デ モ の 先頭に ア ボ リ ジ ニ
ー

の 人 々 をた て ，対する 鉱山会社 もデ モ

隊 と対峙する門衛に （別 の 地域か ら雇 っ た） ア ポ 1丿ジ ニ
ー

を立 て る， とい うよ うな皮肉な状況が

生 じ て い た の で あ る （細川 2000a： 161）。

　さ て，前述の 「強者 の 持て る もの 」 と は ，公的予算，法的地位，制度的 な発言機会で あ っ た り，

マ ス メ デ ィ ァ に お ける認知度 ・影響力，公教育に お ける 尊重の度合い
，

ロ ビー
圧 力の 回路で あ っ

た りする
。

こ れらの 資源が
， 仮に 弱者に も 「正 当」 に 配分され る社会が実現に 向か っ た と し て ，

先住民族 の 苦難は 解決され る こ と に な る だ ろ うか 。 言い 換えれば，先住民族 の 苦悩は そ の 《弱者

性を緩和する》 こ とで 解消に 向か うの だろ うか。
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　環境問題は必 然的 に社会問題 と し て 立ち現れ て くる ｛6）
。 従来，こ の 側面を扱 う視点 とし て 《環

境的公正》な い し 《環境正義》の 考え方が提起されて お り，先住民族の 受苦は そ の 典型的事例 と

し て 論じられ る こ とが 多か っ た 。そ の こ と「『体が 間違 い とい うわ けで は な い の だが，小稿で は，

もう少 し議論を先に進め て み た い
。 とい うの は ，環境正義の 基準は，本質論的に そ うで ある か ど

うか は 別と して ，現実 の 事例記述や 問題解決の た め の 提案に お い て は ，多分に 西洋近代的な枠組

み に よ っ て 測定 され る 「不公正 」 や 「不 正 義」 を 問題 と し て きた か らで ある。事態 の 認識 （不公

正 の 認知），事態の 改善 ・解消へ の 方向づ け，い ずれ もが近代人権思想に 準拠 し て きた，と言 う

こ ともで ぎる。

　社会的公 正 の 実現手段 と し て ，情報の 開示 ，意志決定へ の 参画機会 の 保障，利害の 配分，な ど

が想定 され る。 こ れ らは，「強者 の 持て る もの 」 の 公正 な分配を 保障す る ル
ー

ル と し て 機能す

る ｛T）
。

これ らの ル
ー

ル は ，もちろ ん先住民 族に とっ て 闘い の 有効な道具な の だが ，こ れ らの 手段

に よ っ て 当面実現 され る の は ，《主流社会が必要 と認め る正義》に とどまる。しか し，後述す る

よ うに ，主流社会が 規定す る 正義の 実現に よ っ て 解消な い し緩和され る 「受苦」 とは，先住民族

が主流社会 との 関係性に お い て 日々 休験 し て い る苦 し み の 表層の 部分 に す ぎない か もしれな い の

で あ る 。

　環境破壊 と異文化 へ の抑圧が リ ン ク して い る よ うな状況
一

こ ん に ち先住民族が置か れて い る

の は 正 に そ うした状況なの で ある
一

に お い て は ，
「受苦」 とみ なされる か 否か の 判定そ の もの

が
…
定の 価値観 （ほ とん どの 場合，西洋近代的な価値観）に 左右され る 。

「受苫」 の 概念に お け

る こ の 限界を 超 え る た め に は ，従米 の 「正 義」 や 「人権 」 の 範囲に つ い て の 見直しが 必要 とな る。

2．2．《美 しき者》 と しての正統性

　先住民族，と りわ け先進工 業国 に お け る少数先住民族 （い わ ゆる第 4 世界）に つ い て は ，「自

然 と共生す る （し て い た） 人 々 」，「自然 の 守 り人 」 とい う イ メ
ージが付与される こ とが珍 し くな

い
。 人間が 本来持 つ べ き美質を備えた 存在 として ，そ こ に 「止統性 」 が付与 され，そ の よ うな存

在を尊重す る （ある い は ，そ の 知恵か ら学ぶ ） こ とが，自然環境と人間社会 と の 調和を は か る う

え で 必須 の 要件だ ， とい う論埋が 組み 立 て られ る 。 そ の 論理 臼体が，ひ ど く間違 っ て い る わ けで

は ない の だが， こ の よ うな紋 切 り型 の 見方の 裏に潜む政 治性 に も留意 し なければな らな い 。

　こ の よ うな 《美 し き者》 イ メ
ー

ジは，主流社会の 側か ら付与 される もの で あ り〔8），先住民族が

置か れ て い る現実 の 社会的状況 とは 合致 し な い 場 合が 多い
。 現実 の 先住民族 の 姿や状況が 「自然

と調和 し て 貧 し くも気高 く生 きる人 々 」 とい うイ メ ージを満た さな い とな る と，《美 し ぎ：者ゆえ

の 正 統性》 とい う論理は ，先住民族の 堕落 ・退廃を非難する論理 に 容易に 転ず る こ とに な る （9）
。

理 想的 イ メ
ージが気高 く美 し い ほ ど，現実 の 姿を 否定的に 評価する力学が働 く （そ し て

， その 力

学は 現実 の 政治性に 絡め とられやす い ）。 先住民 族が
“
現代的な

”

受益 （た とえば，開発権利料，

補償金．取材料，入域料，著作権料，ある い は
， 失業手 当や学費免除な ど様 々 な社会保障 ・公的

補助）を要求 ・主張する と
，

た とえそれが制度的に 合理 的か つ 止 当な もの で あ っ て も， 先住民族

の
“
本来の 姿か らの 乖離

”
で ある と冷ややか な 目で 見 られる こ とに な りやす い の で あ る a ω

。

　 あた か も 「美 し き者は 醜い 行動を しな い （し て は な らな い ）」 と言わん ば か りの 倫理的拘束

（「止統性 の 付与 」 と 「正 当性の 放棄 」 の ト レ
ー

ドオ フ ）が ，《美 しぎ者》 と い う視線 の 裏に潜 ん
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で い る 。
こ の よ うな ト レ

ー
ドオ フ が，先住民族側の選択 と して で は な く，あ くま で 主流社会か ら

の
一方的な価値規定 と し て なされる こ とを考え る と，こ の よ うな眼差 しで 規定 される こ と自体が

朱住民族 の 「受苦」 の
一形態で あ る と言 う こ とが で きるだ ろ う。

3．《異 なる者 》の 正統性

　以上 に 見て きた よ うに ，《弱 き者》《美 し き者》と し て 先住民族を 価値づ ける入 植者 ・多数派主

流社会の 側か らの 視線 に は ，あ くまで 支配 と服従の 構図を保ちつ つ 先住民族を主流社会の 価値シ

ス テ ム に 組み 込 もうとする力学が作用 して い た 。 そ の よ うな 力学 の場に お い て ，先住民族 の受苦 ．

は 「分か りやす い 種類 の 苦 しみ 」 と して ，い わば最初か ら認識 の 風化が予定 され て い た の で ある。

　 しか し，先住民族の環境を め く
”
る時間 ・歴史 ・記憶を形づ くる もの は ，そ れ ほ どあ っ さ りと風

化す る よ うな性質 の もの で は な い
。 と りわ け 従来の 「受舌」 の 概念が 見落 と して きた （正 当な

「受舌」 として社会的に 認知され な い で きた）側面 として ，小稿で は 次の 3 つ を 考え て み た い
、

　  自然 と人間の 身体的感応性

　  土 地 と入間の 差異ある 関係

  資源管理技法の文化的根拠

　  は， 自然を失 う （あ る い は 環境が 破壊 され る ） とい う こ との 意味づ けに か か わ る こ と で ある

（3．1．）。   は
， 近代民主主義制度の 枠内で 先住民族の 土地観念を認知す る うえで，しばしば齟齬

の 原因 とな る （3．2．）。 そ し て ，  は ，先住民族 の 知識や 技法を 湿地 管理や森林管理 など に 取 り

入れ よ うとする先進的な取 り組み に お い て ，やや もする と見落 とされが ちな側面 で あ る （3．3．〉。

3．1，自然 と人 間の身体的感応性

　体験的実感 の レ ベ ル で 言 えぽ，先住民族に と っ て の 「自然」が欧米流エ コ ロ ジ ズ ム の 「自然」

と異 な る こ と は ，先住民族 の 生活 の 場 で 少し まとま っ た時間をす ご し た経験の ある者に は 自明 と

感 じられるだ ろ う。ア ポ 「丿ジ ニ
ー

に 狩 りに 連れ て 行 っ て もらうと時 々 経験する こ とだが，彼ら は
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ク　 ラ　ン
或 る土地 に 踏み 入 る と （と り わ け氏族 の 領土境界を越え る前後 で ） 凵 笛や 口 唱歌に よ っ て その土

地に 生 息す る特定 の 種類 の 鳥の 鳴き真似を した り，木の 葉を手 に取 り磨 り潰 して そ の 迸る香 りを

体に なす りつ けた り．手と腕だけで さ りげな くそ の 土地 に 住む 動物の し ぐさをす る。これ らの 様

式化 された 行動 （文化的行為） に よ っ て ，ア ボ リ ジ ニ
ーは 土地 と 「同化」 す べ く細心 の 注意を払

う。 ある い は 逆に ， 自分 の 脇 の 下 の 汗を 泉や 川 や海 の 水 で 濯 く （み ずか らの 体臭を環境中 に 放

つ ） こ とに よ っ て 自分た ちが入域 した こ とを土地の 精霊に 知 らし め る 。 子 ど もの 頃か ら身に つ け

た こ れ ら の 身体技法 （し ぐさ）を通 じて ，ア ボ リ ジ ニ
ー

は 自然環境 と自らの 身体的 （か つ 精神

的）存在 とが
一

連不 n∫分 の つ なが りの 上 に ある こ とを再確認 し，感応し，表現 し て い く（ll〕
。

　こ の よ うな身体的感応が い か に 強固な もの で ある か は
， 実は 筆者自身も調査地 に は い っ て 何年

か を経る ま で認識で きて い なか っ た 。 そ の こ とを 思い 知 らされた の は ，ある ア ボ リ ジ ニ
ー老人 の

急死に よ っ て で あ っ た 。 あ る砂浜に 立 っ て い た岩が ， ある ときハ リ ケ
ー

ン の暴風 で 崩れ落ち て し
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ま っ た 。こ の 岩は ，当地 の ア ボ リ ジ ニ
ー
諸集団が共有する重要な起源神話の登場人物ブ ガ ワ ン バ

の 化身 とされ ，きわ めて聖性 の 高 い 存在で あ っ た。と こ ろ が近 くの 田Jで リ ゾート観光開発が進む

に つ れ，釣 り客やキ ャ ン プ客が こ の 砂浜に も立 ち入 る よ うに な り，ア ボ リジ ニ
ーた ち は 心 を痛め

て い た 。
ヨ ソ モ ノ の さま ざまな異臭をか が され ，

ブ ガ ワ ン バ は さぞや不快を覚え て い る の では と

憂慮 し た の で ある 。観光客の な か に は 聖 な る岩に よ じの ぼ る者ま で あ っ た。そん なと こ ろ ヘ ハ リ

ケ ーン の 来襲 と岩 の 崩落で あ る 。
ア ボ リ ジ ニ

ー
の 起源神話に は

，
つ ね に そ の継承 に 責任を もつ 者

が い る 。
ブ ガ ワ ン バ の 岩の 神話を あず か る 老人は ， こ の 岩 の 崩落 に 衝撃を うけ，心 労 の あま り

一
と彼を知 る多くの 人 に は思われ た の だが　　亡 くな っ て し ま っ た の で ある 。 しか し，彼 の 死

を 「リ ゾー
ト開発に よ る受苫死」 として 受け止 め る人は，ア ボ リ ジ ニ

ー以外 に は
，

ご く少なか っ

た （12）
。

　自然環境を構成する 諸要素とそ こ で 暮らす人間 との あ い だ の 身体感応性は ，工 業技術社会に暮

らす主流社会 の 人 々 に と っ て ，失わ れた （ある い は 少な くともふ だ んは覚える こ との な い ） もの

で あ る か もしれな い が，人類が 長い 狩猟採集時代を通 じ て 発達 させ ，社会的に 共有 し て きた重要

な感覚の ひ とつ で は な い だ ろ うか （13）
。 それは

， 自然 の な か で 暮らす 感覚で あ る と同時 に ，自然

が破壊 された ときに ，それを 自らの 痛み ，怒 り，哀しみ とし て鋭敏 に とらえる感覚で もある。問

題は， こ の鋭敏さの 共有の 度合 い で ある 。

　現代 の都市環境に お い て も，自然環境 （の 変化） と の 身体感応が 不可能なわけで は な く，個 々

人で さま ざまにその 感覚を働か せ る人は ある は ずだ が，それが ア ボ リ ジ ニ
ー
社会に おけ るよ うに

様式化 ・規範化 され るな ど して 社会的 に 共有されて は い な い 。 先住民族が保持 し て い る よ うな身

体感応性が 「特殊」 ある い は 「不 可解」 で 「異な る 」感覚で ある とされて しま うと，彼 らの感覚

で 自然や環境が破壊され て い て も，そ の 破壊が社会的に認知されない （先住民族の 感覚が正 当性

を もち えな い ） こ とに なる。実際，そ の よ うな身体感覚と して の 痛み，怒 り，哀 しみ を環境問題

に お ける 「受苦」 と し て 正当 に 位置づ ける
一 心 情的 エ ピ ソ

ー ド的に 理解を示すの に 止ま る の で

は な く ，
た と えば環境ア セ ス メ ン トの 検討項 目に した り，

“
心的外傷

”

と し て 認知 し た りする た

め の
一

仕組みを現代の 主流社会は 欠い て い る。

3．2，土地と人間の 差異ある 関係

3．2．1．平等 との 齟齬

　先住民 族 と入植者は ，歴 史と文化を異に し なが らも，同 じ土地や 水域の 資源 を利用 し ， 人間活

動 の 環境負荷に よ っ て 生 じる様 々 な結果 に と もに 直面す る こ とに な る 。 そ し て，多 くの場合，紛

争解決 ・問題解決 の 枠組み は ，入植者の 文化に もとつ い た法 と政治の 制度に もとつ い て の み提供

される （前述 の よ うに ，そ もそ も問題認知 の 枠組み 自体が，主流社会に よ っ て規定され て い る）。

　入 植者社会の 法 ・政治制度は ，入植者社会に 基礎を お く主流社会内で の 様 々 な変 革や政治的進

化を へ て ，現代で はそれ な りに 洗練された もの とな っ て い る “4）
。 そ の 所産は ，端的に 言えば，

民生主義的法治制度で あ り， 基本的人権 と平等を社会の 基本原則 とする 考え方で ある 。 国民国家

に 好む と好まざる とに かかわ らず編人 され た先住民族に 対 して も，こ れ らの 制度や原則が適用 さ

れ る こ と に な る 。 それに よ っ て ，《弱き者》 とし て の 先住民 族 の 生命 と財産が守 られ て きた 面が

ある こ と も確か で あるが ，し か し，環境問題 とい う文脈か ら自然 と人間の 関係を考え直す とき，
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こ の 近代民主主 義的統治 と先住民族 の 伝統的価値観 とが対立す る局 ［自があ る 。 そ の 対立 は 意外 と

難 しい 問題 （民 主主義がきち ん と機能すれば解決す る，とは 言 い きれな い 根深い 齟齬）を孕ん で

い る 。

　近代民主主義を担保する 制度お よび考 え 方に は 様 々 な構成要素がある が
，

「意思決定 へ の 参加

の 平等性 」 と 「情報の 公開 （ア ク セ ス の 自由）」 は な か で も重要 な要素で あ る 。
こ れ らの 欠如が

先住民族を 政治的弱者た ら しめ て きた要因で もあ り，情報公開 と平 等な参加の 保障は
， 弱者性を

解消す る うえ で 大 きな役割を は たす。と，普通は そ の よ うに 考えられ る の だ が，実は先住民族の

側 の文化に は
， ま っ た く別 の 文脈にお い て で あるが，参加の平等性 と情報の公開性を強 く規制す

る伝統の ある こ とが珍 し くな い 。

　前述 （3、1．） の ブガ ワ ン バ の 神話に つ い て ，そ の 神話 の 内容は すべ て の ア ボ リ ジ ニ
ー

に 「公

開」 され て い る わ けで は な い 。
一

定 の 成年儀礼 （イ ＝ シ エ
ー

シ ョ ン ）を経た 人 の み が知る こ とを

許 され る部分が あ il　，そ の 部分は た とえ ば女性 に は 知 らせ て は な ら な い （こ と に な っ て い る 〔15〕）。

逆 に ，女性 の 秘密儀礼や 女性の 聖地 に つ い て の 情報 は
，

た と え長老 とい え ど も男性 に 対し て 明か

し て は な ら な い と い う強 い 文化的規制が 働 く。
こ うい っ た こ とは ，ア ボ リ ジ ニ ーの 伝統文化を描

写す るだけ な らば，ある 意味た わ い もない 話で あるが
， 環境 と開発を め ぐる紛争 の 文脈に おかれ

る と，が ぜ ん 深刻で 込み 入 っ た 話とな る 。

3．2．2．ハ イン ドマ
ー

シ ュ 架橋事件

　南オ ース トラ リァ 州の ハ イ ン ドマ
ー

シ ュ 島へ の架橋工 事をめ ぐっ て ，ア ボ リジ ニ
ーの 「女性の

秘密」保持が ，酉 欧民主 主義 の 枠組み と鋭 く対立す る事件があ っ た 。 背景 と経緯は込み入 っ て い

る の だが ，ご く単純化 し て 事件の 構図を示す と，次 の よ うで あ る 。

　 こ の 風光明媚な 島は ，州首都ア デ レ
ー

ドか ら 囗帰 り叮能な距離に あ り，観光開発が進め られて

い た 。 そ の 起爆剤 として ，島へ の 架橋が民間業者 に よ り言1画され，行政 もこ れを認 叮 し，工事が

始 ま っ た 。と こ ろ が，こ の 地域 の 先住民 族 （ア ボ リ ジ ニ ー） で ある ン ガ リ ン ジ ェ リ の 人 々 が 工 事

に 待 っ た を か け た 。 本一E側の 橋脚が立 つ 予定の 区域が
，

ン ガ リ ン ジ ェ リ の 女性 の 秘密儀礼 に かか

わ る 聖地で ある と い うの が
， そ の 論拠 で あ っ た 。 行政 は調査の た め 」二事を い っ た ん 差 し止め た が，

業者は 納得せ ず，工事 の 継続を求め た 。
ン ガ リ ン ジ ェ リの なか か ら 「その よ うな秘密儀礼は存在

し な い 」 とする女性グ ル
ープが あらわれ ， 開発業者が彼女 らを前面 に お した て て 争 う姿勢を示 し

た こ とか ら，紛争 は複雑 な様相 を呈 し，社会問題化 した （窪田 2000：781）。

　− 事差 し IEめ を求め る ア ボ リジ ニ ー側は そ こ が 「女性 の 聖地 」 で ある こ とを立証す る必要 に迫

られた の だが．これは彼ら に とっ て 大い な る ジ レ ン マ で あ る 。なぜな ら，ア ボ リ ジ ＝ ・一一文化 の 文

脈で は 「女性 の 聖地」 は ぎわ め て 秘密性 の 高 い もの で あ り，そ の 所在や 名称や 関連す る神話や儀

礼の 内容を み だ りに 明か すわ けに は い か な い 。 オ ース トラ リ ァ の 先住民 族十地権保障 の 枠組み で

は
，

こ の よ うな場合 ， 調査官や 裁判長 に 女性 （しか し，ほ とん ど の 場 合，ア ボ リ ジ ニ
ー

で は な

い ） を任命した り，公判や 証拠文書 の うち 「秘密」 に 関わ る部分を非公開と し た り，ときに は 男

性傍聴者 の退席を求め るな り し て 対処す る の が通例u6］だが
，

ハ ィ ン ドマ ー
シ ュ 島事件 の 場合 ，

事件当事者で あ る 開発業 者は そ の よ うな措置を 拒絶した 。

　事件は ，連邦環境大臣に よ る裁 ・亅
．
に 持ち込まれた の だが，そ の 判断材料と し て ア ボ リ ジ ニ

ー側

が 提出した封印文 書 （問題 の 聖地 に つ い て 説 明す る文書で ，「女 性 の み 閲読で きる 」 との 指定が
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された もの ）を 男性 で ある環境大臣は 開封 し な い まま （女性次官に 閲読 させ ，そ の 概要 の 卩 頭報

告を受けて ）工事差 し止め の判断を下 した 。 結局，こ の 大臣の判断 （ア ボ リ ジ ニ
ーの 文化伝統を

尊重す る とい う，環境行政 の 長 と し て 良識ある判断で は あ っ た の だが） に 対 して ，最高裁は ，提

出された すべ て の 証拠 ・判断材料を ふ まえて 判断すべ き大臣 の 職責を果た さな か っ た も の とし て ，

工 事差 し ILめ 処分を無効とす る司法判 断を下 し た の で あ っ た q7〕
。

3，2．3．異文化の 政治化が もたらす受苦

　さ て ， 上記事例 に お い て
， 先住民族 の 宗教 ・文化慣習を尊重す る こ と （土地権や 先住権 の 制度

的保障 は あ くま で その ため の 于段 にす ぎな い ）と民主主義の 法制度 と観念 （両性 の 平等，行政処

分に求め られ る公平性 ・透明件 ・遵法性）は 調停困難なか たち で 対立す る こ ととな り， 前者を尊

重する 行政判断 と後者を重視す る司法判断 とが分かれ る こ とに な っ た 。 こ の 間，当事者 （ア ボ リ

ジ ニ
ー
，開発業者，州政府，連邦政府）は もちろ ん の こ と，マ ス コ ミ，学界もふ くめ て論議が 噴

出 し
，

そ の 過程で ，
“
反開発を ご ね る ア ボ リ ジ ニ

ー”

に 対す る 激 し い 攻撃 もな され た 〔1s）。そ うい

っ た
一

連の 摩擦の す べ て の 側面を論 じ る 余裕は い まな い が ，本稿に お け る 考察 の 焦点で ある 「正

当性／正統件」 に 限 っ て い えば ，事態は それ ほ ど複雑で は な い
。 要は

，
正統な 当事者を判定す る

基準の 不
一

致で あ る 。

　狩猟採集や移動農耕 の よ うな非定住的な生活 ・生業形態に根ざす文化を 発達さ せ て きた社会に

お い て は ，人間 と±地 との 関係は ， ・∫処分の 所右関係 として で は な く，特定 の 土地 （ある い は 水

域） と特定の 人間集団 （家系で あ っ た り，祭祀集団で あっ た り，氏族で あ っ た り，言語集団で あ

っ た りす る） とが不 可分の （か つ 固定的 ・排他的 な） 関係を もち，そ の 関係が儀礼の執行や巡礼

行為に よ っ て 確認された り，強化された り，誇示 された りする 。そ うい っ た特定の 集団 へ の 所属

と実際 の 居住 とは
一

致 し な い 場合が 多い の で ，逆に 言えば，ある地域 の 住民の な か に は ．特定の

土地 ・水域と の 関係が深 い 人 もい れぽ浅い 人 もい る 。 こ れ は ，
一定地域の 住民 で あれば等 し く当

事者鮭を認め る主流社会の 「民主主 義 」 か らすれ ば，差別 で ある。し か し，ア ボ リ ジ ニ
ー
社会に

お い て ， 1地 や 環境 とさま ざ ま な 人間集団は 「差異あ る 関係」 を結ぶ こ とが 当然と考えられて い

る 。
し た が っ て ，そ こ で の 開発や環境破壊の 問題が生 じ た とき，発 言権の 度合い ，発言 の 正統性

の 度合い は，居住の 事実に よ っ て で は な く，焦点 とな る 十地 ・水域 と の 宗教的 ・神話的紐帯の 濃

さ に 応 じ て 決 ま る （19）
。 焦点 とな る 上地

・
水域 の 宗教的意味づ けに よ っ て は 性別に 応 じ て 決ま る

（必ず しも女性が疎外される とは 限 らな い ）。 しか し， こ うい っ た文化的判定は ）t 主流社会の 法の

秩序に よ っ て 正 当とみ な され るとは限らな い
。

　 ハ ィ ン ドマ ー
シ ュ 事件 の 場 合，1司じ先住民 族集団 に 属する女性た ち の 主張が 割れた の だが，民

主 主義 の 基本か らすれば，双方の 言 い 分に 耳を傾けて ， 凵∫能な調整を して い くの が 「正 しい 」対

処 で あろ う。 し か し，ア ボ リ ジ ニ
ー

の 伝統的価値観 ・宗教意識か らすれば，成年式を経た女性の

言い 分 と経て い な い 女性 の 言い 分を 1司等に扱 うの は 「止 し くな い 」 こ とで あ り，環境 と人問の 調

和関係を 乱す こ と で ある とす ら考え られ るだ ろ う  
。

こ の よ うな 文化的齟齬は
，

た とえば開発

業老に よる分断や補償金目当て の
一

部の 人 々 の 思惑な どが絡む こ と に よ っ て ，政治的齟齬に 転 じ

て い く。
こ の政治化 の過程そ の もの が，あらた な受苦を もた らす 。

つ ま り， 文化を認め られない

苦しみ だけで な く，文化の 違い を め ぐる争い が政治的抗争の 材料 とされ る苦しみ とが，重 層的に

少数者 の 側 に の しかか っ て い くの で ある。
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3．3，環境管理 の技 法の正 当性 の文化的根拠

　自然保護，と りわ け動植物種の 個体数の管理，そし て また 生態系や 自然景観 の 全体的な保全に

お い て ，人間が ま っ た く手を つ けな い こ とに よ っ て 守る （原生保護）の とは 違 っ て ，人間が ある

程度介入す る こ とに よ っ て安定状態を持続させ る方法が とられ る場合がある 。 里 山保全活動な ど

に お い て は 常識に 類す る こ とで あろ うが，近年で は ，国立 公 園，世界遺産，そ の 他 の 自然保護区

域 に お い て ，ある い は （後述 の 北海道に お ける エ ゾ シ カ 個休数の フ ィ
ー

ドバ
ッ ク 管埋 の よ うに ）

よ り広域的に ，そ うい っ た 管理方式が 試み られ る よ うに な っ た 。 ラ ム サ ー
ル 条約の よ うに

， 先住

民族 に よ る利用を 新し い 運用 ガ イ ドラ イ ン と し て 導入 した 場合 もみ られ る c21）
。

“
先住民族の 智

恵
”

が現代に 活か され る代表的な領域に な りつ つ あ る と言 うこ と もで きる だ ろ う。

　 しか し こ の こ とは，環境保護に お ける先住民族の伝統文化 の 「正統件」 が本当に 認め られた こ

とを意味 し て い るだ ろ うか 。

3．3．1．火による管理 と文化実践

　オ
ー

ス ト ラ リァ 各地で は ，ア ボ リ ジ ニ
ー

に よ る慣習的な資源管理
・生 態系維持 の 手法 の ひ とつ

と し て ，人為的 に 森や 草原に 火を放つ 行為が よ く知 られ て い る 〔22）
。

ア ボ リ ジ ニ ーに よ る 火つ け

慣習の 意味 と効果に つ い て は ，す で に 細川 （1999a： 176−179）で 述べ た の で
，

こ こ で 詳 し くは

繰 り返 さ な い が
， 要す る に ，芽吹 きの 促進，栄養 （灰）の還元 ， 毒蛇対策， 宗教観念，美的価値

な ど，複合的な機能を も っ た 営み で ある。

　山火事 （ブ ッ シ ュ フ ァ イ ア ） の 原因に な る とい う理 由か ら，当初は危険視 され禁止 もされた こ

の 慣習で あ る が，さま ざ まな調査に よ っ て ，そ の 生態学的な効果 と，過度の延焼 防止に 配慮 し た

ア ボ リ ジ ニ ーの 習慣が，次第に 明 らか に な り （た とえば，小山 2002 ： 187−193），ア ボ リ ジ ニ
ー

の 臼治区 内で の 「火つ け 」 の 権利が 認め られる よ うに な っ た （Hughes　 1995）。 また，国 虚公園

や 保全林区域 な ど に お い て も，大規模 な山火事を予 防す る た め の 「管理放火」 （control 　 burn−

ing，　 prescribed 　 burning） として ，応 用 ・導入 す る と こ ろ が増 えて ぎた （た だ し，白然保護団

体な ど は ，こ の 手法 に 対 し て 疑問を投げか けて い る ）。

　森や野 に 火を放 っ て 自然を守る　　牛態学に お ける 「介入 管理 」 の 発想と共通す る部分を もつ ，

こ の ア ボ リ ジ ニ ーの 慣習は
，

「先住民 族 の 智恵」 と 「科学」 の 幸福な結婚 と し て報 じられ る こ と

もあ り，
い わ ば 《先住民族 の 伝統知に 対す る 曲洋科学か らの 認証》 の よ うに 理解 される傾 向があ

る よ うに 筆者 に は 思わ れる 。 し か し なが ら，ア ボ リ ジ ニ
ー

に と っ て森に 火を放 つ こ との 「正 当

性」 と 「正統性 」 の 根拠は ， そ うした 技術的評価の 次元 とは 少し異な る と こ ろ に ある 。

　
…例 と して ，東ア

ー
ネ ム ラ ン ド地 方の ヨ ル グ社会   に お ける 「野火 の 起源神話」 をみ る と，

こ の 地域 の ア ボ リ ジ ＝
一諸集団 に と っ て 「火」 （と りわ け野火）は ，生 命の起源，海 と陸 の 繋が

り，氏族の 起源，複数 の 氏族集団の 関係史など に 深 く関わ る表象で あ り，彼 ら に と っ て 土地に 火

を放 つ 行為は ， こ れ ら の 歴史を賦活 して 未来に つ なげる行動で もある 。こ の 地 域 の 神話伝承に よ

れ ば，ジ ュ ゴ ン が東の 海の 底に蓄え て い た 炎を
，

イ リ エ ワ ニ が 盗み 出し，そ の ワ ニ が マ ン グ ロ
ー

ブ林で 大火事を お こ し
， さ まざまな生 き物 （お よび知識）を 各地 に 散 らす 。 燃え残 りの枝を ウ ズ

ラ が くわ え て 各地に野火を伝 え て い き，さ らに 様 々 な ト
ーテ ム 動物が燃 えさし の 運び手 とな り ，

最後 に 炎は ク ジ ラ に 渡され て
， ア

ー
ネ ム ラ ン ド北岸の 海の なか に 運ばれ，そ こ で 今も燃 え て い る

（見え る人に は 見え る ）。 い ま乱暴に 要約 して し ま っ たが，こ の
一一

連の物語の ひ とつ ひ とつ の場所
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に ，よ り詳細な エ ピ ソ
ードがあ り，それに 囚む 歌と踊 りがあ り，そ れ らを継承す る氏族や地域集

団があ る （Hosokawa 　2003c：15，23，50，79，118な ど）。 神話の 火は，氏族の 境界を越 え て 受

け 渡され て い き，全体 として ひ とつ の 神話体 系 （ソ ソ グ ・サ イ ク ル ）を構成す るが，各地で の エ

ピ ソ
ー ドは そ の 地域に 責任と権利を もつ 集団がそれぞれ分担 して 継承 して い るわけで ある 。

　こ の よ うに ，ア ボ リ ジニ
ーが 野に 火を放つ 行為に は ，神話を冉演す る と い う象徴的意味があ り，

上 に 紹介し た 地域の 場合，火 の リ レ
ーが 環境 と平和を守る とい う観念に 裏打ち され て い る c24）

。

そ れ ゆ え に こ そ，正当か つ 正統 な行為 と し て 意識され て い るわけ で ある 。 ア ボ リ ジニ
ー

の 「火つ

け」 の慣習を，その 効果に 注 目し て 森林管理 や 国立公園管理 な ど に 導入 する の は ，それ な りに 合

理 的な こ とで は あ るが，その 生 態学的な機能だけ を評価 した の で は 「先住民族 の 文化を尊重 し

た 」 こ と に は な らな い だろ う。

　もっ と も，こ こ に は ，先住民族 と主流社会との 関係性を考 える うえで
， やや難 し い 問題が 含ま

れ て い る こ と も確かで ある 。
つ ま り，上 に 例示 し た よ うな神話 ・世界観の 背景を もふ くめた総体

として 先住民族 の 環境管理技法 を理解し尊重すべ きで ある，とい う側面が ある
一

方で ，こ うし た

世界観 ま で も全て 主流社会に 明 かす こ とは 避けた い と い う，先住民族側 の 思惑 も作用す る場合が

あ るか らだ 圏
。

3．3．2．狩猟復興運動 と 介 入 管理理 論

　北海道で は ア イ ヌ 民族に よ る エ ゾシ カ狩 りの 復興運動 〔26）が 1994年頃か ら本格化 し て い る 。ア

イ ヌ に よ る狩猟活動は，明治期の 同化政策 （農民化政策）の
一

環 と し て 北海道開拓使に よ っ て 禁

じ られ て 以来，廃れて い た が，共同体をあ げ て の 伝統的な集団追 い 込み 猟を ほ ぼ 120年ぶ りに 復

興す る こ とで，ア イ ヌ 文化復興と民族意識の 再生の 起爆剤に しよ うと の民族活動家た ち の 強い 意

気込み が，こ の 運動 に は感 じられ る 。 しか し，実際 に エ ゾシ カを捕獲する とな る と鳥獣保護法の

制約があ り，ア イ ヌ の 集団猟の 復興活動は ，環境省 （当時は環壇月
．
）や北海道庁 との 度重なる交

渉を通 じて 得た 「特別許可 」 に よ っ て よ うや く （ご く限 られた数の 採捕が）可 能とな っ た に す ぎ

な い
。

　一
方，エ ゾ シ カ の 個体数は 増加 し て お り，農作物の 食害 も 1980年代以 降北海道各地 （と りわ

け道東）で 目sZつ よ うに な っ て きて い る （平出 1998： 22）。明治期 の （和人に よ る）乱獲で 激減

し たあ と の 保護禁猟政策が 長 く続き，
ま た過剰な森林伐採で シ カ の 越冬地が減っ た こ とが個体数

増加 と集中の 要因 と考 え られ る 。
こ れ に 対す る方策と し て

， 北海道庁な ど は 「個体数管理 」 （要

す る に 間引 き） に 乗 り出 し て お り，
一

般 ハ ン タ ーに
．一

定数 の メ ス ジ カ 駆除を業務委託 し て い る

（平田 1998 ： 23−24，北海道 n ／d）。 当局がア イ ヌ 民族の 「伝統鹿狩 り」 へ の 許可 に 前向きに 転 じ

た裏に は ，こ うし た 事情 もあ っ た の で ある 。

　 ア イ ヌ 民 族 に して み れば ，個体数 を調整す る た め に 鹿狩 りを 復興 させ よ うと い うの で は な

い
C27）。し か し なが ら，個体数管理 （介入 管理 ） と い う論理 に の せ て 主張 しない と，ア イ ヌ の 狩

猟擁護の 「止 当性／正統性」 が主流社会 の 支持を え に くい と い う状況は あ ま り変わ っ て い な い
。

た とえば
， 野本 （1996）は 「エ ゾ シ カ や サ ケ の 個体数や資源を ア イ ヌ の 「環境観」 に よ る間引 き

と の 関連で ，資源を 保護す る の が 最良な解決策で ある 」 と述べ て ，そ の 正当性を 屯張 し て い る 。

一
方，野本 らの ア イ ヌ 民族 と し て の 様 々 な実践活動をみれ ば

， 伝統文化 の 深い 精神性 の 復権に こ

そ現代ア イ ヌ の 諸活動 の 「正統性」 が ある，とい う自負が伝わ っ て くる 〔28）
。 そ の 意味か らすれ
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ば，「間引き」 効果は 表層 の 副産物 に す ぎな い の で あ る が，それ を前面に 出し て 語 る こ とを主流

社会の 自然保護政策や環境運動の 情勢が間接的に 強い て い る，とい う面はな い だ ろ うか 。

　こ の ほ か世界各地 の 様 々 な事例に お い て ，先住民族に よる資源管理 の 慣習や技法が注 目され る

よ うに な り（29），国立 公園管理や 自然保護区の 運営 に 部分的に 取 り入 れ られ る よ うに な っ て は き

て い るが ，その 文化的 （宗教的，歴史的，生活誌的）な背景が理解 され尊重 される よ うに な っ て

い るわ け で は，必ず し もな い の で ある。こ うし た 状況は，先住民族に と っ て 心苦 く感 じられ る に

違 い な い が，それが 「受苦」 で ある との 認識は ，主 流社会に お い て 極め て 乏し い
。

4，討　　論

　環境保全 と開発事業が対 、ン：する よ うな文脈 に お い て 先住民 族が こ うむ る 受苦は ， こ うし て 見て

くる と，きわめ て複層的で 厄介な もの で あ る こ とがわ か る 。土地 （水域）・環境を お か される こ

とそれ 自体が受苦で ある こ とは ア ボ リ ジ ニ
ー

に と っ て は明 白な こ とで あっ て も，それ が 「受苦」

で あ る こ とを主流社会は 部分的に し か 認知 しな い
。 苦 し み を測 る物差 し は 主流社会 （入 植者の 価

値観 に もとつ い て 形成 された 社会）が用意す る
，

とい うの が 先住民 族 の おかれ た政治 ・文化状況

だ か ら で あ る 。 それ 故 に
， 受苦が 「受苦」 とし て 認知 されな い 追加的な苦痛 ， 部分的で 不十分な

補償を 「正 当な 」 もの として 押 しつ けられ る苦悩，先住民族 の 価値観か らす れ ば正 当で あ る は ず

の 補償 ・代償を求め る こ とが倫理 的に 批難 され る不条理 ，そ して ，そ うい っ た倫理性を外部の 価

値観に よ っ て 測定される苦痛一
と， こ の よ うに，受苦は 螺旋状に 累積 して い き，ある ときに は

怒 りの 噴出を招 き，しか し．よ り多 くの 場合，深 い 無力感に つ つ まれた澱とな っ て 沈ん で い く。

　加 害者／被害者 （ある い は 受益者／受苦者／傍観者）が ど の程度 ま で 文化を共有するか に よ っ

て ，閇題 の深刻 さ の 度合い は 異な っ て くる。振 り返 っ て みれば，「環境問題 」 の 歴史に お い て ，

被害者 ・受苦者の 苦 し みが ，それぞれ の 地域の 生活文化に 固有の 価値観に 及ば ない 「物理 的な被

害」 の 次元 に 留 ま っ た事例は皆無な の で は な い だ ろ うか 。そ の こ と は ，わ ざわ ざア ボ リ ジ ニ ーの

事例を検討する まで もな く， 足尾や水俣 で お きた こ と に 思 い を致せ ば，私た ち に は 了解可 能な は

ず で あ る 。共同体 と地域 の 固有な繋が り方を暴力的に 分断す る と い うの が
， 地域的次元で みた

「環境問題 」 の 本質的性格で ある とすれば
， 小稿で 素描 した先住民族 の事例が 示唆する よ うな異

文化 の 価値観に よる 「こ だわ り」 の 扱 い は ，まさし く環境問題 の 不可欠の 要素として 受け止め る

他な い の で は な い だ ろ うか 。

　さて ， そ こ で ，私た ちが 向か い 合わね ばな らな い の は ，「自然を守る 」 「環境を守る 」運動と，

「先 住民族を守る 」 「伝統文化を守る 」 運動 との あい だ に ，何らか の齟齬が生 じた場 合，ど う し た

らよ い の か ，とい うこ とで ある 。

　残念なが ら，現代の私た ち に は 「文化相対主義」 に 安住す る余裕は な い
。 先住民族の 存在と権

利主張は ，土地利用や資源開発を め ぐる利害対立 と密接に リ ン ク し て い る 場合が ほ と ん ど な の で
，

「そ うい う文化 もあ り ，
で すね 」 と い う態度を と っ て も問題解決 に は な ん ら寄与しな い

。 現 代に

お け る 「異文化 との 共生」 は，空間的棲み分 けとい う旧来の手法で は 達成不可能に な りつ つ ある
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の で ある
（3e）。

　先住民族集団は ， こ れ ま で述 べ て きた 《弱 き者》《美 しき者》《異なる者》 と し て の 、ン場 を駆使

し，さ らに 国際基準 （た とえば 国際人権規約や 人種差別 禁止条約や ILO 条約な ど と い っ た 国際

法の 枠組み）を も駆使して ，様 々 な主張を展開 し，ときに は利権を確保 し て きた 。 その よ うな先

住民族運動の 政治性 ・戦略性は ，も っ ぱら 《弱 き者》《美し き者》 とい う側面か ら の み先住民族

の権利を擁護 ・尊重 しよ うとする立場か らみ る と，
一

見汚 く，「正 当性を欠 く」 よ うに も見える 。

し か し，弱 さ と美 しさを ひ た す ら主張す るだけ で は，（そ の 訴えの 止 当性ゆえ の ）同情を集め る

こ とは で きて も，実質的な権利保障や経済権益を と もな う社会的地位を獲得する こ とは で きな い e

その 意味で は ，《異な る こ とに よ る 正統性 の 補強》は ，戦略家 （ス トラ テ ジ ス ト） と し て の 少数

先住民族 の 当然の 選択肢と も焉
．
え よ う

。

　 し か し，3．1．な ど で 見た よ うに ，先 住民族と主流社会と の 文化の 違 い は，そ うい っ た戦略次元

で の 現象に 還元 しぎれ る性質 の もの で はな い
。

し たが っ て
， 文化の 戦略的利用を理解 し ただ けで

は，文化を理解 した こ とに は な らな い （ま して や共存 ・共生 した こ とに はな らな い ） の で ある。

文化 の 違 い は，歴史的時間の 蓄積 とともに心身に刻 まれた もの で あ る か ら，異文化 との 共牛を標

榜す る 以 Lは ，《み ずか ら異な る》 とい う実践を ともなわ なけれ ば意味がな い
（31）

。 すなわ ち，環

境保護 の 文脈 で い えば，自然 に 対す る異な る価値観を （極 々 部分的な りとも）身体化 して 共有す

る こ とが
， 先住民族 の存在価値を認め る うえ で 重要だ と筆者は考える 。

　 こ れ は ，な に も神秘主義を きど っ て の 議論で は な い
。

そ の よ うな，
一

歩踏み 込 ん だ次 元 で の

「共生 」 を 追求する こ とが ，豊 か な社会 の 実現 に と っ て 欠 か せ な い プ P セ ス で は な い か
，

と い う

視点を 本稿で は提示 した い の で ある。

　科学技術主義 の観点か ら は ，「環境保全」 と 「文化保全」 は ま っ た く別次元の 問題 と し て 切 り

離され て きたた め ，た とえば ，水質 ・植生 ・動物相 ・．卜壌な どが 保全 されれ ば 「環境は守 られ

た 」 も の とされ て しま う。
「景観 」 や 「生活」 は ，そ こ で は 置 ぎ去 りに されて ぎた 、樹木が 伐採

さ れた り，鳥の さえず りが聞 こ え な くな っ た りす る こ とは，本来，人間に と っ て 舌 しみ で あるは

ずな の だが，t 流社会 の 諸制度に お い て は ，明白な違法性 （た とえば所有権の 侵害，絶滅危惧種

の 無許可捕獲）や経済的損失 （短期的 ・直接的な意味で の ）がな い か ぎ り 「被害」 とは み なされ

ず，所有権者や契約 当事者などで ない 限 り 「訴え の 利益を有する者」 と認め られ な い の で ある 。

前節で み た ア ボ リ ジ ニ ーの 《身体的感応力》や 《土地 との 特異な関係性》．が示唆する よ うな自然

と人間 の 本来 の 関係 を考え る な らば，こ れは ，人間社会の 制度と し て の 重 要な欠陥 ・欠落 とみ る

べ きだ ろ う。 景観保全 の 法的 ・制度的枠組み の 問題は
， 環境礼会学 に と っ て すで に 馴染み 深い 問

題領域で ある が，先住民族の 「受苫 」 の性質 と通底す る の で は な い か，と い っ た観点か ら定位し

なお してみ る こ ともで ぎる の で は ない だろ うか 。

　《環境止 義》の 実践 とは ，既存の 正義の 価値観に 変更を加 えず，そ の 適川範開を 拡大する ， と

い うだ け に は 止ま らな い
。 異文化に 対する無理解や抑圧が 自然破壊を お しすすめ る 因子で ある と

し た ら，自然を守る た め の 不可欠の 条件 と し て 「文化的多様性」 を位置づ ける こ とが必要 とな る 。

文化 の 多様性 と は ，本質的 に は 価値の 多様性 で ある か ら，その ままで は 「正義」 を 脅か す （少な

くと も，正 当性 の 基 準を混乱 させ る ）性質を孕む 。 し たが っ て ，臼然を守る運動は， 自分たち の

文化に 対す る見直 し を 含む もの で な けれ ば
， 1一分な 力を 持ち え な い こ と に な る

。
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　《異な る者》 と し て の先住民族 の 歴史性 と政治性を ふ ま えた相互作用 に 踏み入 る こ とを避け て

い た の で は
，

“
環境保護運動

”
が 抑圧 の 新た な手段 と して 作用 し か ね な い 。 相手 ととと もに 自ら

が異な っ て い く過程
一

そ こ に は ，「痛み の （身体的 レ ベ ル に ま で お よぶ ）共有 」 や 「文化へ の

（身体的 レ ベ ル に ま で お よぶ ）共感」 が含まれ るわ け で あるが
一

その よ うな相互作用を ふ ま え

た 《環境正義 》の 実践が 求め られ る。それを通 じ て ，《身体的感応性》や 《差異ある関係》を ふ

まえた，よ り豊か な環境観 ・自然観を共有す る こ とが，現代社会に お い て ，ひ とつ 高い次元で の

環境的公 正 の 地 平を展望す る こ とに つ なが る の で は な い だろ うか 。

注

（1） ア ボ リ ジ ニ
ー

と総称 され る の は ，オ
ース トラ リ ァ 大陸各地 の 先 住民族の 子孫 で あ り，地域的 ・文化

　的多様性 に とむ 人 々 で あ る （人 口 約 43万人，250〜800の 地域 ・fi語 ・社会集団を構成）。
オ

ー
ス トラ

　リ ア に は こ の ほ か に 先 住民族集団 と し て ， ト レ ス 海峡諸島民 （約 5 万 人），テ ィ ウ ィ 人 （約 2000人），

　タ ス マ ニ ア 人 （約 1 万人） が い る。後二 者 は，広義 の 「ア ボ リ ジ ニ ー
」 に 含め られ る こ とが多い 。詳し

　くは ，松原 （2002 ： 58−61，244−246，648−649，1213−1214，1218−1219，1273），綾部 （2000 ：37−38，

　373，459−460，555，703，726−727，1072−1075）参照。

（2）　 日本 に お け る先住民族の 社会的地位 の 歴 史と現状 に つ い て は ，藤岡
・
他 （2004），．ヒ村 （2001），モ

　
ー

リ ス ＝ス ズ キ （2000），細川 （1996，2000b）な どを 参照。

（3） 先住民族の 受苦は，多重で あ る 。個人 と して ，女性で あ っ た り，若者で あ っ た り．障害著 で あ っ た

　り，貧者で あ っ た りす る。それ らは ，「先住民族 」 とい う括 りで は と ら え きれ な い 立 場や 社会的な 抑圧

を，当然な が ら含ん で い る。し か し小稿 で は，．L地 ・環境 ・開発 と の 関係を 中心 に ，環境保護の 《正 当

性／正統性》 の 諸相を検討す る とい う本特集 の 課題 に 取 り組む こ と に した い 。

（4） 先住民族 の 弱者性は ，先進 国 と途 上 国 で は 当 然 異 な る 様態を 示 す。ま た，今 日 の 非先住民社会 の 多

民族性 の 度合い に よ っ て も事情 は 異 な っ て くる の だ が，本稿で は ，環境保護 の 「正 当性／．LE統性 」 の 問

題 に 議論 を 集中 させ る た め，弱 者 怦 の 実質 的 様態 を め ぐる 記述 や 議論 は 省略す る 。上 村 〔1992），藤

　岡 ・他 （2004＞，細川 （1993，1996，2001，2003a）な どを 参照 され た い 。

（5）　 オ
ース トラ リ ァ 北部の カ カ ド ゥ 国立公園 に お け る ウ ラ ン 採掘 の 是非を め ぐる 紛争 。 そ の 背景 と経緯，

お よ び ア ボ リ ジ ニ
ー

自身 の 主 張 と そ の 根拠 に つ い て は ，細川 （1999a，2001），伊 藤 ・細川 （2000） な ど

を 参照。

（6）　 こ の 命題 そ の もの に つ い て の 議論 は，す で に 細川 （2001） で お こ な っ た の で ，本 稿 で は 省 略 す る 。

鬼頭 （1999）所収 の 諸論考も参照 され た い 。

（7） 強者の 享受す る もの を 弱者に も配分す る こ とで 公 正 が 実現す る，と い う図式 は ，もち ろ ん 単純化 の

そ し りを 免れ な い 。そ もそ も，明確 な 弱者 と し て カ テ ゴ リ
ー
化 さ れ な い 人 々 （

一
般市民 ？）が 公 正 な分

　配を受けて い る と い う保証 は ない 。弱者性を構成す る 条件 は
， 社会 ご とに 歴史的政治的に 規定 され，複

雑 な 様相 を 見 せ る。あ る局 画 に お け る弱 者が 別 の 局 面 で は強 者 に な る場 合 もあ ろ う。 石 山 （2004） が 描

　く よ うに，先住民族 の 内部対立 や 境遇 の 違 い が 「配分に よ る公 正 」 の 実現 を 妨げ る要 因 とな っ て し ま う

場合もある 。

（8） 先 住民族 側 が こ の イ メ
ージを 逆 手 に と っ て 戦略的 に 利川す る こ と もあ る。第 4 節で の 議論参照。

（9）　 また 別 の 面 と して ，「滅 び ゆ く者 」 で あ るが 故 に 美 し い，とい うレ ト リ ッ ク が 暴力的な政治性 を 発揮

す る 場合もあ る。その 極端 な例 が，い わ ゆ る 「ミュー
タ ン ト ・メ ッ

セ ージ 」 （増子 1997，細川 1997） の

　騒動で あろ う。

（10）　 こ れ ら 「現実的な 分配」 が，特定 の 国や 地域 に お け る社会的弱者 と し て の 先住民族集団 の 構成員に
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対 して 常に 公 平
・公 正 に 分配 され る とは 限 ら な い

。 先住民族 の あい だ に 経済社会的地位 の 格差 を 生 み 出

す原因 に な っ て し ま う とい う危惧も全 く根拠 の な い もの で は な い だろ う。 ，しか し，それは 先住民族 の 堕

落 ・退廃 の 閙題 で あ る よ りは ，分配制度 の 欠陥また は 不止 な運用 の 問題で ある はずな の だが，先住民族

を 《美 し き名》 と視 る ま な ざし 故 に 前者 の 側面 が 不 当 に ク ロ
ーズ ア ッ プ され る こ と に な りやすい 。細川

　（1999a：176）で は，ア ボ リジ ニ
ー

た ち が鉱山会社を設立 し た こ とが 環境保護団休 か ら 「裏切 り」視 さ

れ た事例 を紹介 した 。 そ うい っ た営利事業 が ア ボ リジ ニ
ー
社会内に お け る ネ ポ テ ィ ズ ム （門閥的利益誘

導）を あ る 程度反映な い し は 強化す る 形で 不 健全に 展開 して い く懸念は 決 して 小さくない の だが．環境

保護論名 は そ うい う心 配を した わ けで は なか っ た よ うだ 。

（11）　本稿 は 人類学の 論文 で は な い の で ，個 々 の 事例 に つ い て の 民族誌的背景は 省略す る 。こ こ に 挙げた

の は い ずれ も筆者自身が 1985年か ら 2002年 に か けて ，西 キ ン バ リ
ー
地方，ピル パ ラ ／ グ レ

ー
トサ ン デ

　ー
沙漠，東 ア

ーネ ム ラ ン ド．中央オ ース トラ リ ア （ア ナ ン グ地域西部），
さ らに は も う少 し 都市化 と文

化変容の す す ん だ ブ リ ン ダーズ地方，タ ス マ ニ ア 北東部 な どを訪問 した 際 に 接 し た 事例 に もとつ く。同

様あ る い は 類似 した 慣行が オ
ース トラ リ ァ 各地 の ア ボ リ ジ ニ ー社会で 存続 して い る こ とに つ い て は，多

　くの フ ィ
ー

ル ドワ
ー

カ
ーや ア ボ リジ ＝

一自身 の 証言が え られ る 。 ア ボ リ ジ ニ
ーの 場合ほ ど強 くは様式化

　され て い ない が，ア イ ヌ の 人 々 も山菜採 りな どで 山 に 入 る と き，鳥の 音 を 口 笛で 模 した り，樹木 や葉の

　に お い を嗅ぐな ど し て ，自然 と の
一

体性を 身体感覚 に よ っ て 高め て い く所作 を と る こ とが 珍 し くな い 。

（12） オ
ース トラ リ ア 北西 海岸 ブ ル ーム 近郊 で の こ の 事例 に つ い て は ，細川 （1998b ： 16−17）を 参照。

　こ の 老人 の 受苦死は，小稿で 論 じて い る よ うな事柄を 筆者が あ k、こ れ 考 え始 め るきっ か け と なった
。 中

央 オ ース トラ リ ア 観光 の メ ッ カ と もい え る ウ ル ル （旧称エ ア
ーズ ロ ッ ク ） の 登 攀 の 是非を め ぐる 文化的

摩擦 （細川 1999a： 170−172） も，本節で 論 じ る 身体的感応性 と深 く関わ る問題 で あ る 。

（13） 前述の よ うな 身体技法に は，単に 慣習化 された 所作 と い うだ けで な く，実際 に 身体の 感覚 を 研ぎ澄

　ます機能がある。狩猟採集活動時や移動時 に お け る リス ク （危険動物 の 存在，天 候 の 急変 な ど ） を察知

す る上 で 役立 つ で あ ろ うか ら ， 進化 Eの 効用 とい う面 か ら論 じる こ と もで きる だ ろ うが，こ こ で は 立 ち

　入 らな い 。

（14） 入 植当時，す なわ ち先住民族に 対す る侵略 ・征服がお こ な わ れた 際 に，い か に 不 当で 恣意的な法的

政治的措置が 横行 した か ，と い う点は ，本 稿 で の 議論 の 直接 の 対 象で は な い
。

（15） 実際 に は，経験豊か な女性長老が そ うい っ た 情報を 把握
・
理解 して い る こ とは ある の だ が，「知 ら

　な い 」 と い うタ テ マ エ は 固守 さ れ る。

（16） た と えば，筆者 自身が関わ っ た西オ
ー

ス トラ リ ア 州 の ル ビ ビ先住権請求裁判 で は，男性 の 成年式儀

礼 に 関す る証拠 ・証言が非公開とされた 。

（17） 工 事 は 冉 開 され ，2001年 に ハ イ ン ドマ
ー

シ ュ 架橋 は 完成 し た 。し か し．その 後．再審請求 もな さ

れ て お り，ま た 逆 に，ン ガ リ ン ジ ェ リの 伝統文化を擁護す る調査報告を書い た人類学者に 対す る 損害賠

償請求 が 業者 か ら提 訴 さ れ る な どの 余波 もあ り，事件 は 決着して い な い
。

（18） 詳 し くは ，Weiner （1995，1999，2002），　 Brunton （1996），　 Ryan ＆ Nile （1996），　 Tonkinson

　（1997），Nettheim （1998），　 Ogle （2000），　 Bell （2001），　 Ogle （2000）な どを 参照 e
ジ ェ ン ダー

の 問題

　は ，オ
ー

ス ト ラ リ ァ の 主 流社会 に お い て もか ね て よ り論争 の 多い テ
ー

マ で あ り，そ こ に 州 と連邦の 行政

権限 の 対立 とい う要素 も加わ っ て ，ハ ィ ン ドマ
ー

シ ュ 事件 は ア ボ リ ジ ニ
ー

文化 の 「正 統性 」 を争 う文脈

を 離れ て エ ス カ レ ートす る傾向があ っ た。

（19） や や 極端 な 例だが，中央 オ ース トラ リア （とくに 西 部沙漠地域） で は，長大 な神話の 連続 した エ ピ

　ソ
ードに まつ わ る聖地 が，相当広 い 範囲 に わ た っ て 帯状 に 分布して い る の で ，あ る 地区で の 鉱山開発 の

是非 を め ぐる 調停交渉に ，2000 キ ロ も離れ た 地 域 に 住 む ア ボ リ ジ ニ
ー

の 家族 が 「開発に よ っ て 影響を

　うけ る 当事者 」 とし て 参加権を主張す る こ と もあ る。

〔20） 別 の 機会に 論 じ た 「デ ィ ジ ャ リ ド ゥ
ー

」 （ア ボ リ ジ ニ ーの 楽器） の 奏鳴 を め ぐる 泥 統性 へ の こ だ わ
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　り （細川 2003a ： 184−188 ；武蔵 ⊥ 業大で の シ ン ポ ジ ウ ム の 予稿集 に 引用 ） も正 に ，⊥ 地 と人 間 との こ

　うし た 固有 の 関係を守 るた め の もの で あ る と言え る 。

（21）　 ラ ム サ ール 条約第 5回締約国会議 （釧路 1993） で 採択され た 「ワ イ ズ ユ ース 実施 の た め の 追加的

　于続 き」 〔Ramsar 　1993）な どを参照。ラ ム サ
ー

ル 条約に お け る 「賢明な 利用 」 （wise 　use ） と い う原則

そ の もの は 1971年 の 条約採択当初か ら唱わ れ て （第 3条） い たが ，先住民族や地元住民 に よ る伝統

　的 ・持続的利用 の 慣習や 知識 を 積極的 に 組み 入 れ よ うとす る の は ，最近 （90年代中盤以降〉の 傾向 と

　い える。

（22）　小山 （2000，2002），細 川 （1999a，2003b），　 Walsh ＆ Mitchell（2002） な ど を参照。こ う し た

「火つ け 」 の 現場 に 筆者が直接立ち 会 っ て 観察 し，当事者 に よ る 説 明 の 言蘂を 聞 く こ とが で きた の は ，

　西 オ ース トラ リァ 州キ ンバ リ
ー地 方東部お よ び 中部，北部準州 ア

ーネ ム ラ ン ドの 東部 と北部な ど に お い

　て で あ る （1986〜2001）。

（23）　 オ
ー

ス ト ラ リ ァ 先住民族 ア ボ リジ r ．一の
一

集団 で あ る。「ヨ ル グ （＝ヨ ロ ン ゴ ）」 は 文字通 り 「人

　間 」 の 意味。ヨ ル グ社会 の 現代 に お け る様相 に つ い て は 窪田 （2005） が詳し い
。

ヨ ル グの 環境観 ・自然

観と土地 （水域）所有 と氏族関係 を め ぐる 言語表現 とそ の 文化背景に つ い て は Hosokawa （2003c） を

参照 。
こ こ で 紹介す る 火の 神話 に 直接関 わ る ヨ ル グ系氏族 は ，ム ニ ュ ク，イ ト ゥ ワ （マ ダ ル パ ），ワ ン

　グ リ，グ マ チ ，ダ ル ワ グ，ワ ラ ミ リな どで あ る （細川 2003b ： 114−16 ；Hosokawa 　2003c ： 95．96，138，

　140，　151）。

（24）　 こ こ で い う 「環境 」 とは ，多様 な 動植物種 の 存在 （お よ び 地 域的偏在）で あ り，
ま た

， 植牛 の 特徴

や 地 形 に よ る 景観 で あ る。また 「平和」 と は，氏族の 共存 で あ り，壮大な神話体系を協力 して 守 り継 ぐ

　こ とで ある。

（25）　 なぜ森 に 火 を 放 つ か，そ の 文化 的 な 本 当 の 意 味を ア ボ リ ジ ニ ー
は 調 査 者 に 対 して あ ま り説明 した が

　らな い 傾向が あ る，とい う小 山 の 指摘 （2002： 193） は，こ の 点 で 興味深 い 。

（26） 後述 す る よ うに ．秋辺 得平 氏 ら を 中心 と し た 釧路地 方 で の 運動が 嚆矢で あ る
。

な お
，

ア イ ヌ 民族 に

　よ る 狩猟活動は ま っ た く廃れ て い た わ けで は なく，地域 に よ っ て は 少数 の ア イ ヌ ・マ タ ギに よ る狩猟が

ず っ と続けられて い た。姉崎 ・片山 （2002）などを参照 。

（27） そ の こ とは ，現在で は 毎冬お こ な わ れ る よ うに な っ た 阿寒町 で の 儀礼的狩猟 の 実践 に お い て ，集団

猟に さきだ っ て の 増殖儀礼や 狩猟最中の 各種 カ ム イ ノ ミ （礼拝）を 丁寧に お こ な うこ と，伝統料理 の 復

興運動 と リ ン ク し て い る こ と，そ し て 食肉 以外の 部分 （骨，毛皮，腱，膀 胱 な ど） の 利 用技術 の 復興 を

　も視野 に い れて い る こ と，な どか ら も窺い 知 る こ とがで きる。また，阿寒町で の 復興運動の 中心 人物で

あ る秋辺得平氏は ，鹿狩 り復活 の 核心 が精神文化 の 再生 で ある こ とを強調す る （秋辺 1996）。

（28） た と え ば，ス ミ ソ ニ ァ ン 博物館 で の ア イ ヌ 民族特別展 の 図録に 収録 さ れた Nomoto （1999） な ど。

　また，ア イ ヌ 文化振興
・
研究推進機構 （2003）を参照。

（29） そ の 動向に つ い て ，た と えば，秋道 （1999），re　［， （2003） な ど を 参照。

（30） さ らに 事態を や や こ し くす る こ とに，先住民族側が 《異な る こ と に よ る正統性》 を い さ さか悪用す

　る 場 合 も無い わ け で は な い 。先住民族 に だ け捕獲権の 認め ら れ た保護動 植物を 乱獲した り，密貿易 ル ー

　トに 流し た りす る，とい っ た事態で あ る 。ジ ュ ゴ ン ，ウ ミ ガ メ，ク ジ ラ な ど とい っ た海洋動物の 保護を

　め ぐる 議論 に お い て ，「先住民族文化 の 尊重 」 とい う理念が 必ず し も多くの 自然保護主義者 の 支持 を 得

　られ な い の は ，そ うい っ た 事態 に つ い て の 正 確 な情報 が 提供 さ れて い な い こ と も
・一

因で あ ろ う。

（31） 保苅 （2004） は 「歴史実践 」 とい う立場か ら，こ の あた りの 問題意識を ラ ジ カ ル に 論 じた の だ と，

笋者は受け 止 め て い る 。
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