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　中国で は ，廃棄物 の 処理問題 が急速 に 表面化す る と と もに ，将来的な 鉱物資源 の 枯渇に 対す る 懸

念 の ため ，再生資源 へ の 依存が高ま っ て い る。そ うしたなか，中国政府 は再生資源 の 有効利用を促

進する た め に，再生資源回収業 の 市場管理 を重点と し た， リサ ィ ク ル シ ス テ ム の 構築を進め て い る 。

中国政府に よ る再生資源回収業へ の 支援や奨励政策の 拡充に よ っ て ，再生資源回収業が発展する た

め の 基盤が 整えつ つ あ る が，具体的な リサ イ ク ル シ ス テ ム の 構築 に お い て は ，さまざまな矛盾や対

立を抱えて い る 。 本稿で は，瀋陽市の 再生資源回 収業者 に 対す る実証的研究 を行い ，廃棄物回収者

に お け る二 分化現象 な らび に，再 生資源 の 流通ル
ートに お け る 国家主導の リサ イ クル シ ス テ ム と

業界主 導の サ ブ ・
リサ ィ ク ル シ ス テ ム とい う 2 つ の 異 な る系統の 存在を 明らか に し た。こ の よ うな

矛盾や 対立 を 生 じ させ た の は ，地 域間格差に よ る 貧困問題 や リサ イ ク ル 政策に お ける シ ス テ ム 設計

の 不十分さと深 く関連があ る。今後，中国が効率的な リサ ィ ク ル シ ス テ ム の 構築を実現す る ため に

は，廃棄物管理 シ ス テ ム の 改善 に と ど ま らず，貧困構造 か ら の 脱 却 へ 向け，都市 と農 村 を 分 割 す る

戸籍制度の 廃止，出稼ぎ労働者の 就業支援の 拡充，産業構造の 転換な どが 不可欠 で ある。
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1．は じめに
一

本稿 の位 置づ け と 目的

　中国は著しい 経済発展 に伴 っ て，天 然資源 の み な らず再生資源へ の 依存を強めてお り，今や世

界最大の 資源消費国 とな っ て い る 。

一
方，先進国で も中国の 再生資源 へ の 依存を高め て い るため，

中国を中心 と し て
， 世界の物質循環に 大きな変化が 生じ て きて い る

。 中国 で は 再生資源産業が急

速 な経済発展に よ り増大する資源需要の
一端を 占め

， 経済発展 の 担い 手 の
一

部とな っ て い るが，

関連す る イ ン フ ラ ス トラ ク チ ャ
ーが不十分で あるた め ，再生資源 リサ イ ク ル 率は先進国 と比 べ 依

然 と し て 低 い 状態で あ る 。 今後 ， 中国が持続的に 発展 して い くた め に は
， 環境と経済が両立 した

循環型社会の構築が不可 欠であ り，そ の ため に は，い わ ゆ る 「3R （Reduce，　 Reuse，　 Recycle）」 の

取 り組み を徹底的に 進め て い く必要が ある 。

　循環型社会の 構築は，持続可能な発展をめ ざすに あた っ て，先進国，途上国を問わず共通の 目

標で ある。省エ ネ ・排出削減 と循環型社会を構築する うえで は ，い か に 効率的な リ サ ィ ク ル シ ス

テ ム を構築する か が成功 の 大 きな分岐点とな る 。 中国は 廃棄物の 排出 と収集 焼却や 埋 め 立 て な

ど の 処理 ，
リサ イ ク ル の 実施な ど に お い て 解決すべ き問題は 山積み で あるが ， 本稿は お もに廃棄

物 の 収集段階に おけ る再生資源 回収業 （以 下，回収業 と略） とい う 1 つ の 業種に つ い て 考察する 。

そ の 目的は ，瀋陽市の 回収業に 対する 考察を通 じて ， リサ イ ク ル シ ス テ ム に おける問題 の 実態を

明らかに し ， リサ ィク ル シ ス テ ム に存在す る構造的矛盾の 原因に つ い て議論する こ とで ある 。
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　2006年 3月に 国家発展改革委員会が発表 し た 「第 11次 5 ヵ 年計画 」〔1）は ，循環型社会を構築

するた め の 整備された リサ イ ク ル シ ス テ ム の構築，再生資源の 集中処理を 行 う再生資源集散加工

基地 （以下，集散加 工 基 地 と略） の 充実を重点政策とし，公的財源や 貸付政策な ど で 回収業の 産業

化に向け て支援を行 っ た。回収業へ の 支援や奨励政策の拡充に よ っ て ，中国で は 回収業が 発展す

る た め の マ ク ロ な環境が好転 して い るが ，関連政策が社会 の 実状 に適合せ ず，さまざまな矛盾や

対立が現れて い る 。 と くに ，2007年に 回収業を対象 と して 実施 した 「再生 資源回収管理弁法 」

（以下，管理 弁法 と略 ） に よ っ て ，廃棄物 回収者   （以下，回収者 と略）に お い て は 「正 規」 と 「非

正規」 とい う 2 つ の 主体が現れ （3）
， 再生資源 の流通 ル

ートに お い て も国家主導の リサ イ ク ル シ ス

テ ム と業界主導の サ ブ ・リ サ イ ク ル シ ス テ ム （以下，サ プ シ ス テ ム と略） の 2 つ の 系統が 生成 され，

回収業は 混乱状態 とな っ て い る 。

　本稿に 先立 つ 既存研究 として は ，唐 ・馮 （2000） の 回収業に お ける 「河南村」 研究が ある 。 こ

の 研究は 「河南村」 と呼ばれる北京 市周辺 の 回収業の 就業者の集住地を取 り上げ，河南人が業種

内労働市場を独 占す る に 至 っ た過程 を議論 し た もの で ある。山 口 （2003） も北京市 の 回収業を 取

り上げ，業種内外で の 就業者 の 就業歴 と 日常 の 業務内容か ら，業種内労働市場 の 独占を 形成す る

要因を 明らか に し て い る 。 吉田 （2008） は 中国に おける 自動車 と E −waste の リサ イ ク ル 政策に 向

けた 近年 の 取 り組み やそ の 問題点を 明 らか に し て い る 。 しか し，唐 ・馮，山 口 の 研究は 回収業 の

内部構造が大 きく変化 し た現在の 回収業の仕組み を説明す る に は 不十分で あ り，吉田論文 も自動

車 と E −waste の リサ イ ク ル 政策の 分析に視点を あ て
，

リサ イ ク ル シ ス テ ム の 重要 な担 い 手で あ

る回収業 に つ い て の 実証的研究は 行 っ て い な い
。 中国の 回収業に 対する 研究は い まだ十分な蓄積

がな い た め ，そ の仕組み に つ い て は社会全体か ら十分に 認知 されて い ない 。

　また，中国に お ける リサ ィ クル シ ス テ ム の 仕組みを理 解す るた め に は，今まで の リサ イ ク ル政

策の 整備状況，回収業の歴史的な発展状況お よび，回収業の 構造的変化に つ い て の 検討 も行 う必

要 があ る 。 以上 か ら，本稿の 構成 は 以 下 の とお りで あ る 。

　本節で 示 し た研究 の 枠組み を ふ まえ，第 2 節 に お い て 中国 に お ける回収業 の 歴史的変遷を振 り

返 り，第 3節で 中国の 廃棄物 の リ サ イ ク ル に 関連す る法律の 整備状況 に つ い て概観し，構築段階

に ある リサ ィ ク ル シ ス テ ム の 構図を 呈示 する 。 第 4節で は
，

2006年か ら 「管理弁法 」 を実行 し

て ぎた 瀋陽市に お ける回収業に つ い て の 実証的調査を取 り上 げ ，
リサ ィ ク ル シ ス テ ム に お ける問

題を明 らか に し，第 5節で リサ ィ ク ル シ ス テ ム の構築に おけ る構造的矛盾を誘引した要因に つ い

て分析す る 。 最後に ， 本稿の 議論を ま とめ ると同時に ， 中国 の リサ イ ク ル 政策を巡る今後の 課題

に つ い て 論じ る 。

　本稿 の もと とな る調査は，2009年 2 月 25 日〜3 月 15日，10年 8 月 15日〜9月 4 日，11年 2

月 26 日〜3 月 1 日 ま で 計 3回，瀋陽市に お ける 回収業を 中心 に 筆者が 実施 した フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク で ある。

2．回収業の歴史的変遷

　中国に お い て 再生資源は 国家建設 の 原料 とし て 重視 され ，
1950年代 の 計画経済 の 時代か らす

で に 政府主導で 回収，処理が行わ れ て い た 。 当時，再生資源の 回収は特殊産業 として，工業部門
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と商業部門が所管する 「物資局」 と 「供銷局」 の 系統に よ っ て 回収 されて い た
。

「物資局」 と

「供銷局」 は，全国各地 に 「物質回収公司」，「廃品回収公司」 の よ うな 回収場を設け ， 再生資源

の 回収業務を統括した 。
「物資局」 が所管す る 「物資回収公司」 は お もに 国営工 場など か ら発生

する金属 （鉄，銅，ア ル ミニ ウム など），非鉄金属な どを収集し，「供銷局」 が所管す る 「廃品回収

公司」 はお もに 企業や一般家庭か ら排出される紙類 （段 ボ ー
ル ．新聞紙 雑誌 古紙 な ど），飲料容

器類 （瓶，缶など），そ の 他の 再生資源 （プ ラ ス チ ッ ク ，ゴ ム ，ガ ラ ス ，布な ど ）を収集した 。

　改革開放 の 流れ の なか で
， 国営 の 回収企業は 組織体制の 自由化が進み ，全民所有制か ら自ら損

益の 責任を 負う独立採算制とな っ た 。 1984年か ら回収業へ の 民間企業や個人 の 参入 が認め られ，

回収業の チ ャ ネ ル は 多様化した （馮
・
張

・
魯，2006）。 市場経済路線 の な か で 倒産す る国営工 場が

多 くな り， 国営回収企業の 回収活動は 衰退 し始め
，

と くに 「物資回収公司 」 の 回収活動は 実質的

に 停滞状態とな っ た 。 そ の 後，政府の 構造改革に よ り 「物質局 」 が廃止 され ， そ の 回収業務は

「中国物質再生協会」 に 継承 され，「供銷局」系統の 回収業務 も 「中国再生資源回収利用協会」 に

継承 され る こ と に な り，それぞ れ の 回収ネ ッ トワ
ー

ク は現在も存在して い る ω
。

　改革開放政策が導入 されて か ら，中国に お ける 再生資源は 国営回収企業，民間回収企業，回収

者の 三 大主体に よ っ て 回収されて きた 。 1980年代後期は ，農村地域の 農民が大都市へ の 出稼ぎ

に 出始め た時期 に あた る 。 大量 の 農村労働力が都市に 流入す るな か，都市 の ゴ ミ 回収 ・分別業務

は 出稼 ぎ労働者 に 大きな就業機会を与 える こ とに な り，それ まで 集団所有企業の 従業員が 従事 し

て い た 回収業務を出稼ぎ労働者が と っ て 代わ る よ うに な っ た （李 ・唐 ， 2002）。 大企 業や工場を 回

収対象 とする 国営回収企 業よ りも，
一

般企業や住民を対象 とする民間回収企業や回収者が 市民の

生活に より密着 して い る。と くに ，三 輪 自転車   で 住宅街を廻 りなが ら再生資源 の 回収業務を行

う農民出身の 回収者は ，市民に 利便性を与え る の み な らず，地域の資源 リサ イ ク ル に お い て も重

要な役割を果た し て きた 。

　農民出身の 回収者は 中国の 現代的な都市の 建設に お い て は 不可欠な存在 で ある が ，こ うした 回

収者 に 対する社会的評価は た い へ ん 低 く，都市住民 に 差別された り，社会的 に 排除 された りする

場合がある （姚，2004）。 農民出身の 回収者は農村で農業に 従事する こ と よ り回収業 の ほ うが比較

的高収入 を 得る こ と が で きるが
，

こ の 業界は 競争率が激 し く，
し か も市場価格に 影響されや すい

た め ， そ の 収入 は つ ね に 不安定 な状況 で あ る 。 廃棄物回収場 （以下 ， 回収場 と略）を所有す る人は

再生資源の 大量 回収 ， 大量販売に よ っ て 富を蓄積する こ とが で きるが ， そ うで ない 個人の 回収者

は ，活動範囲や 流動資金の 制限があ る た め ，そ の 収入 も限定 され て お り，同
一

業界に お い て も内

部格差が 存在 し て い る 。

3．リサ イクル シ ステ ム の 構築

　中国政府は 回収業に お け る市場管理 の失敗，加 工技術の 不 足，再生資源の 回収率の 低下な ど の

問題を解決するた め に ，「集散加工 基地」 を充実させ ，回収業の 市場秩序の 規範化を重点に 置い

た， リサ イ ク ル シ ス テ ム の 構築を試み て い る 。 商務部は リサ ィ ク ル シ ス テ ム を構築する第 1段階

とし て
， 2006年か ら瀋陽市で 「管理弁法 」 を実験的に 施行した 。 そ して ，瀋陽市の 経験を もと

に ，そ の 翌 07年に 国家発展改革委員会 とと もに 「管理弁法」 を正式 に公布 し，全国 55 の 都市で
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第 2段階 とな る リ サ イ ク ル シ ス テ ム の 構築を試行 した。「管理弁法」 で は ．企業や 個人が 再生資

源の 回収業務に 従事す る際に は ，政府関連機関の 登録条件に 適合 しなけれ ばな らず，法律を無視

し，営業許可書を取 得せ ず に 再生資源 の 回収業務に 無断で 従事 し た 場合，政府関連機関に よ っ て

処罰される と定め られ て い る 、r管理 弁法 」 の 施 行に は，街中に 徘徊 して い る回収者を行政 の 監

視下で管理する狙い があ り，こ の 措置に よ り リサ ィ ク ル シ ス テ ム をよ りス ム
ーズ に 構築で きる と

期待され て い た。

　2009年 まで ， リサ イ ク ル シ ス テ ム の 構築を め ぐ っ て ，商務，財政両部は 55 の 実験都市 に 対 し，

3，3万 ヵ 所 の 回収 ス テ
ー

シ ョ ン
，

181 ヵ 所 の 分別 セ ン タ ー
，
36 ヵ 所 の 「集散加工 墓地 」 の 建設に

向け，17，5 億元 （1元 約 12．・6円） の 資金を割 り当て た 。 商務部 の 発表で は， リ サ ィ ク ル シ ス テ ム

の 実験都市 で，  社区 （居住区） の 回 収 ス テ ー
シ ョ ン

，   回収企業 （分 別 ・加 エ セ ン タ ー）， 

「集散加工 基地」 の 3 つ が
一

体 とな っ た初歩的な リサ ィ ク ル シ ス テ ム の モ デ ル が形成 され た とい

う〔6）。商務部 の統計に よ る と，09年に おけ る再生資源 の 回収総量は約 1．4億 トン で ，06年に 比

べ 42パ ー
セ ン ト増え，回収総額が 5，000億元を超 え，06 年の 2 倍近 くに な っ た と い う。 また 07

年 の 家電　自動車の 買 い 替え優遇策を 契機に ，09 年 まで 4，　386万 台の 廃家電を回収 し，3，226万

台を解体 し，鉄，プ ラ ス チ ッ ク ，非鉄金属な ど の 資源を 50 万 ト ン 近 く有効に 回収 し た と発表 し

た （7）
。 しか し，再生 資源回収率は ，鉄 くずが 比較的高 い の を 除 い て

， 廃プ ラ ス チ ッ ク
， 廃 ゴ ム

，

古紙な ど の 全体 の 回収率は まだ低い水準に とど ま っ て い る 。

　また ，2009年の 全国人民代表大会で は，「エ ネ ル ギー
節約法」 の 改正に加 え ， 循環型経済の 発

展を促進 し，資源 の 利用効率を高め ，持続可能 な発展を実現す る ロ的 と し て ，「中華人民共和国

循環型経済促進法」 が施行された 。 同法で は，循環型経済を発展 させ る に は，経済が合理 的で ，

資源の節約や環境保全に 有利で ある こ とを前提 とし，廃棄物の 「減量化」 を優先す る原則に 従 い ，

廃棄物の 「再利用」 「資源化」 を実施 しなければならない と定め られて い る
〔8）。

　さ らに ，2011 年 1 月 1 目 に，中国で は個別 リサ イ ク ル 政策 として 「廃旧家電回 収処理 管理条

例 」 （中 国 版家電 リサ イ ク ル 法）が 正式 に 施行 された 。同法で は ，家電 リ サ イ ク ル は 生産者責任制

を導入す る こ と で
， 材料選定時で の有害物質の使用抑制， リサ イ ク ル を 前提 とした製品設計の 導

入を図る とと もに ，生産企業 の 技術 ・人材 ・販売 ・サ
ービ ス 網を活用 し た 資源回収 ・再利用体制

を実現す る こ ととな っ て い る 。 同法で は，対象を テ レ ビ ・冷蔵庫 ・洗濯機 ・エ ァ コ ン お よ び パ ソ

コ ン の 5 品 目とし，家電の 生産者及 びア フ タ ーサ ービ ス 業者に 廃家電を 回収する義務を課 して い

る 。 回収された廃家電は ，処 理能力があ る国の認定企業に よ っ て 環攬基準に遵守 した処理
・リサ

イ ク ル が行わ れねば ならない と規定 されて い る 。

　商務 部は 2011年か ら第 3段階となる リサ ィ ク ル シ ス テ ム 構築の 試行を 開始 し，条件を備えた

農村地 区で も今後 5年間を かけ て 少 しず つ 推進す る計画で ある。そし て ，実験都市で は ，90パ

ー
セ ン ト以上 の 回収者を フ ォ

ーマ ル 化 し，90 パ ーセ ン ト以上 の 社区に 整備 された 回収 ス テ
ー

シ

ョ ン を設 け，90パ ーセ ン ト以 上 の 再 生資源が指定 の 「集散加工 基地 」 で 売買 ・集中処理 され る

こ とを 目標 と し，再生資源の 回収率を 80パ
ー

セ ン ト以上達成す る こ と を め ざ し て い る。
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4，リサ イクルシ ステム の 構築をめ ぐる問題

　中国は リサ イ ク ル シ ス テ ム の構築に お い て 一定 の 成果を収め て い るが，現状とし て は さま ざま

な問題が存在 して お り，必ず しも商務部の発表の よ うに順調では な い 側面がある 。 本節 で は ， 中

国の リサ ィ ク ル シ ス テ ム の モ デル 都市と して もっ と も注 目されて い る藩陽市の 回収業に 関す る研

究を取 り上げ， リサ ィ ク ル シ ス テ ム の 構築を め ぐる 問題点を 明らか に する 。

　4．1．回収者の 二 分化

　都市住民は 仕事がな くて も，社会的地位 の 低 く，
い わ ゆる 「3K 」 と呼ばれ る 回 収業を 回避 し

がち で あ っ たた め ，瀋陽市で 回収業に 従事す る 人 々 は ，河南省や河北省出身 の 農民が圧倒的 に 高

い 割合を占め て い た 。 農民出身者は
， 都市 に取 り残された古い 平屋 に 寄 り添 い な が ら共同生活を

行い ，都市の なか で は 合法的な居所がな い の が一般的で ある （斬，2001）。
こ の よ うな回収者の な

か に は，同じ農村地域の 友人や親戚か らの 呼び寄せ で 都市に 来た 人 も多く，あ る範囲 の 共同体を

形成 して い る 。 回収者の 共同体は，成文化 された行動規範は ない もの の
，

一
定の ル ール に 従い 連

携を取 りなが ら， ゆ るやか な行動基準を もっ て い る 。 た とえ ば，再生資源の 回収価格に つ い て の

情報 の共有，明確な 個 々 人の 回収地域 の 分配，資金調達 に 対する協力な どが挙げ られ る 。
こ の よ

うな共同体は 固定的，静的な もの で は な く，
つ ね に 生活条件に よ っ て そ の 形態類型が転換する性

質を もっ て い る （松田，2004）。

　瀋陽市では こ の よ うな共同体が数多 く存在 し て お り，同
一

地域 内に も複数 の 共同体が存在して

い る場合がある た め ，回収者の 間に たびた び トラ ブ ル や衝突が起 きる。それぞれの 共同体に は ，

独 自の 再生資源 の流通ル ー
トが あ り，成員の 安定的な収入を維持するた め に 努力して きた 。 今ま

で 彼 らは 仲間と の協力関係を強化 し組織力で 外部勢力 と対抗す る こ とが で きた た め ，都市で の 生

活を維持す る こ とが 可能で あ っ た。そ の 反 面， こ の よ うな共同体に 属 して い な い 回収者はつ ねに

排除され る立場に置かれて しま っ て い る 。

　瀋陽市再生資源回収協 会 （9） 〔以下，回 収協会 と略 ）の 統計に よ る と，2006年の 瀋陽市にお ける

回収場は 1，200 ヵ 所 もあ り，回収業 に 従事する回収者は 2 万人を超え る 規模で ，再生資源の 回収

に お い て は 自発的な ネ ッ ト ワ ーク が形成 され て い た 〔10）
。 しか し，回収者 に よ る窃盗品 の 買収，

再資源化が 困難な廃棄物の 不法投棄 ， 回収場に よ る悪臭や 水質汚濁な どが大 きな社会問題 とな っ

た。 こ の よ うな背景の なか で ，瀋陽市は 回収業を整備 し再生資源の 回収率を促進す る こ と を 目的

と して ，商務部の 指導の もとで 2006年 に 「管理弁法 」 を全国で 逸早 く施行 し た 。 管理弁法が 施

行される と，回収業者に 対す る審査と取 り締ま りが強化され，無許可 の 経営，ある い は環境汚染

の 問題が あ る 228 ヵ 所 の 回収場が 完全閉鎖ある い は営業を
一

時停止 され た 。 そ し て ，環境基準を

満た す 115 ヵ 所の 回収 ス テ
ー

シ ョ ン が新設 され，「5 つ の 統一
」 （統一管理，統一登 録 統一訓育，統

一
標識 統一車両）を基準に して ，2，300人の 流動回収者を 市内で の 回収業に 従事す る こ とを許可

し
， 最終的に は 5，　OOO 人ま で 回収者を フ ォ

ー
マ ル 化す る 計画で あ っ た

（1D
。

　回収協会に 認可 され た 回収者は
，

「縁色回収車」 と標識が ある モ ータ 付きの 三 輪自転車で 指定

された地域 の範囲内で 回収業務を 行い ，身分 の 正 当性が 保障され て い るが，再編され た回収者の
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多 くは ，都市出身の失業老の 再就職問題を 解泱する方策と して 優先的に採用 され た都市住民で あ

っ た 〔12）
。 そ の 結果，既存の 大部分の 農民出身で ある 回収者は フ ォ

ー
マ ル な身分が得られず，そ

の 活動が違法 とされる こ とに な っ て しま っ た 。 さ ら に，オ リ ン ピ ッ ク の 開催地で もあ っ た 藩陽市

は ， 都市景観を 整備す る た め 市中心 で の 回収場を厳 し く取 り締 り，ほ とん どが農民出身で あ る多

くの 回収者は ，郊外に移 り住む こ とを余儀な くされ た 。

　「管理 弁法」 の 施行に よ り，瀋陽市の 回収者に お い て は 「正規」 と 「非正規 」 とい う 2 つ の主

体が現れ ，r正規」 回収者に 正当性を付与す る こ と に な っ た 。
こ れ に よ り，農民出身者が大勢を

占める 「非正規」 回収者に 対す る排除が 本格的に 行わ れる よ うに な っ た 。 関連機関と 「正規」 回

収者 の 両方か らの 排除を 受け る か たち とな っ た 「非正規 」 回収者は
， 市内で の 活動を縮小 し，都

市の近郊や よ り広範な 農村地域を 対象 に して 活動範囲を広げ，新た な回収地域を開拓 し た 。 さら

に
， 関連機関の 厳しい 取 り締ま りを回避す る た め に ，白昼 の 回収業務を取 り⊥』め

， 早朝 と夕方 の

み 住宅街を 廻 りなが ら 「正規」 回収者 よ り少し高い 値段で再牛資源 を回収 した 。 その 結果，ある

時期 に は ， 国際市場 に お け る再生資源 の価格 の 高騰 と回収者 同± の 価格競争に よ り，再 生資源 の

市場価格は 急上 昇 し，市民 も価格志向で 回収者を選 ん で しま う事態 とな っ た 。

　しか し，2008年の 金融危機に 伴 う国際市場 に お ける資源価格 の 暴落は，瀋陽市 の 回収業 に強

い 衝撃を与えた 。300軒余 りの 回収場 は
一

時的 に 営業停止 あ る い は 廃業に追 い 込 まれ ，回 収者の

収入 も激減した た め ，回収業を 辞退す る 人が 続 出 し た
。 回収協 会 に は 「正 規 」 回収 者 と し て

3，000人 ほ どが在籍し て い た が
， 金融危機の 後に は 2，000人以 下 に ま で 激減 し た 〔13）

。 都市出身

者が多数を 占め る 「正規」 回収者は ，回収業の 他に も就業す る選択肢を もっ て い た た め
， 他 の 業

種 に 転職 し て し ま っ た の が その 原因で あ っ た 。
「正規 」 回 収者の 減少の 空白を 埋 め るか た ち で

「非正規 」 回収者 の 市 内で の 活動が活発化し，市街に 出 回る 回収者は 明らか に 「正規 」 回収者よ

りも 「非正規」回収者の ほ うがよ くみ られる ようにな っ て い る 。

　瀋陽市 の 再生資源 の 回収業務に お い て は 今で も農民出身の 「非正規 」回収者に依存せ ざるをえ

な い 状況 で ，回収者の フ ォ
ー

マ ル 化が なか なか 進まな い の が現状で あ る 。
リ サ イ ク ル シ ス テ ム の

実験都市で ある北京，上海，広州な どの 大都市で も同様な現象が 起き，商務部が め ざす 90 パ ー

セ ン ト以上 の 回収者を フ ォ
ーマ ル 化する 目標 の 達成 に は まだ程遠 い 状況で ある 。

　4．2．サ ブシ ス テム へ の再生資源の 流れ

　商務部が 構築す る リサ ィ ク ル シ ス テ ム は，再生資源を 「多元化回収，集中処理」す る の が基本

的方針で ある （楊 ，
2008）。 再生資源 の流れ と し て は ，再生資源 → 回収者 → 回収 ス テ

ー
シ ョ ン → 回

収企 業 → 「集散加工 基地 」 とい う構造に な っ て い る 。 しか し ， 実際に は国家主 導の リサ イ ク ル シ

ス テ ム とは別に 業界主導の サ ブ シ ス テ ム に 再生資源 の流通が分散化され，「集散加工基地」 は先

端的な処理 設備を整えて い る もの の ，まだ十分に稼働して い な い 。 2008年 6月初頭 に 完成 した

藩陽市の 「集散加 工基地 」 で ある Z 社 の 例を挙げる と，Z 社で は 32 の 再生資源企 業が収容 で き，

再生資源 の 分解加工能力は 100万 ト ン ／年に 達す る 規模 で あ る が，2010年ま で に 入 居企 業 は わず

か 20 社程度で
， 年間処理 量 は 50 万 ト ン 程度に 留 ま っ て い る （14）

。

　再生資源 の 流れ に お い て は
， 図で示 した よ うに

， 再生資源が回収 ス テ
ー

シ ョ ン に は完全 に 集約

されず，回収 ス テ ーシ ョ ン を通 し て 回収企 業に 集め られた再生資源 も必ず し も 「集散加工基地 」
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企業 ・工 場 住民
・店舗

正 規 回収 者

回収 ス テ
ーシ ョ ン 非 正 規 回収 者 （A 集 団 ）

回収企業 （B 企業 ）

一一．一．一．一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・一・一・一・一・一・一一一一一一一一一一．一一一．一一一一一一一一一囲

集散加工 基 地 地方の リサ イク ル 企業

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　一一一レ 　リサ イ クル シ ス テ ム 　 　 　
ー一一一一．一一一．♪ サ ブ シ ス テ ム

　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 図　再生資源 の 流通ル
ート（15）

に は 搬送されない
。

「非正規」 回収者や 回収企業か ら地 方の リ サ イ ク ル 企業 へ の 独 自の 再生資源

の流通 ル
ー

トが形成 され ， 計画 された リサ ィ ク ル シ ス テ ム に は い くつ か の 断片性がみ られ る 。
こ

の よ うなサ プ シ ス テ ム に おける再生資源の流通ル
ー

トに つ い て，瀋陽市の 再生資源の 収集を扱 う

1つ の 「非正規」 回収者の集団 （以下，A 集団 と略） と 1つ の 政府に よ っ て 認定 された 民間回収企

業 似 下，B 企業と略）を取 り上 げて ，その 詳細を検証して み る 。

　 4．2．1．A 集団の 事例
　 　 　 　 　 　 　 　 ア ン ピ ン

　A 集 団は 河北省安平県出身の L さ ん を中心 と し て ，彼が呼 び寄せ た親せ きや 同郷人 で 構成 さ

れ，瀋陽市 で 長 年に わ た っ て 再 生資源 の 回収業務を 行 っ て きた 。
「管理弁法 」 が施 行され る前，

A 集団は都心近 くに 2 ヵ 所 の 回収場 を所有し
， そ れ を 基盤 と し て 19 の 家族 が回収業に 従事し て

い た （16）
。 しか し ，

「管理弁法」 の 施行後，A 集団の 構成員 もフ ォ
ーマ ル な身分が得られ ず，今ま

で の再 生資源 の 回収業務が違法行為 とな っ て しま っ た 。 A 集団が所有して い た 2 ヵ 所 の 回収場

も取 り締ま りの 対象 とな り，活動 の 拠 点を 都市近郊に 移す こ とを余儀 な くされた 。 A 集団は 水

道や トイ レ もな い都市近郊の 古い 平屋で 集団的に 居住し，厳し い 状況であ りなが らも回収業を継

続し て い る 。

　A 集団が扱 う再生資源 の 種別 は，鉄，紙類 （段 ボ ー
ル ，新聞紙 雑誌）

， 飲料容器類 （瓶，缶，ペ

ッ トボ トル ），プ ラ ス チ ッ ク，ガ ラ ス に大別され る 。 L さんは扱 う品 目を瓶だけに 特化 して い るが，

他の 構成員は 1つ の 品 目に 特化せ ず，上述 したあ らゆる品 目を 回収対象として い る 。 彼 らは早朝

や 夕方に 三 輪車で 町中を廻 り， 住民や店舗，建築現場な どか ら再生資源を 買い 取 る 。 集めた再生

資源が 荷台に
一
杯に な ると，い っ た ん居住地に 戻っ て 段ボ ー

ル
，

ペ
ッ トボ トル

， 瓶を共同保管場

に 卸 し ， その 残 りを回収 ス テ ーシ ョ ン へ 売 りに 行 く。 通常，回収 ス テ ーシ ョ ン ご と の 買い 取 り価

格は 大差がな い ため ， 最寄 りの な じみ の 回収 ス テ
ー

シ ョ ン に 転売する こ とに して い る 。 集め た再

生資源を 当 日転売する こ とに よ っ て ，労働報酬をそ の 日の うち に 現金で 手 に 入れ る こ とが で ぎ，

再生資源の 価格変動に よる リ ス ク を避ける こ とが で きる の で ある 。

　共 同保管場に 卸した段ボ
ー

ル ，ペ
ッ トボ トル ，瓶な どは，そ の 日の うち に L さ ん が計量，計

数 に 立ち合 っ て 袋詰め や梱包など の 作業を し，詳細 に メ モ 帳に 記入 し て か ら共 同保管する u7）
。

こ の よ うな再生資源は 1 週間ご との ペ ー
ス で取引先に 出荷され るが，それぞれの 販路は異な る 。

再生資源 の 出荷ル
ー

トとし て は， リサ イ ク ル 企 業へ 直接出荷す る方法が もっ と も利潤が高い が
，
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その た め に は 再生資源 の 出荷量が十分 で ある こ と，そ の うえ で 出荷先の リサ イ ク ル 企業 と安定的

な取引関係を もっ て い る こ とが 必 要条件とな る
。

A 集団の 場合は 段ボ ー
ル の み 市内の B 企業に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
−J チ ョン　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ダ イ レ ン

直接出荷 し
， 瓶 は河北省赤城県の リサ イ ク ル 企 業，ペ

ッ トボ トル は 遼寧省大連市の リサ イ ク ル 企

業とそれ ぞれ 取引関係を保 っ て い る 。 段 ボ ール は B 企 業が 直接毎週 トラ ッ ク で運 び に くるが
，

ペ ッ トボ トル と瓶は毎週 仲買人を 経 由して，そ れぞ れ の リサ イ ク ル 企 業へ 出荷す る 。 A 集団が

収集 し た ペ
ッ トボ トル と瓶の 総量は ト ラ ッ ク 1 台分に 満た な い た め ，L さ ん は知 り合 い の 他の

「非正規」 回収者 の 集団 と連携 し， リ サ イ ク ル 企業 へ の 出荷を共 同 で し て い る （18）
。

　 出荷時は双方が立 ち会 っ て 出荷量を確認 し， トラ ッ ク に 積み込み ，その 場で 支払い を現金で 受

け取 る 。 取引が 終わ ればそ の 代金を メ モ 帳に 記入 され て い る個 々 人 の 回収量 に即 し て分配す る 。

再生資源の 価格は 日 々 変動 して い る た め ，A 集団は 情報入 手ル
ー トを 確保 しなが ら ， 再生資源

の 出荷サ イ ク ル を 1週間ほ どに する こ とに よ っ て ， リ ス ク を極力避け る戦略を取 っ て い る 。L さ

ん の 話に よ れば
， 構成 員の 収入 は 回収量や 価格変動に 大 き く影響され る が ，毎月 2，000元 〜

3，000元 ぐら い の 純利益 が 出る と い う（19＞
。 A 集団は 1血縁，出身地 に お ける地縁関係を基盤に し

て
， 互助 ・協力関係で 最大限の 経済的利益を追求 して い る 。

　 4．2．2．B 企業の 事例

　次 に B 企 業の 再生 資源 の販売ル ー トに つ い て 検証 し た い 。 B 企業は トラ ッ ク 6 台と 30 人の 従

業員を有 し，金属 （鉄，銅，ア ル ミな ど），紙類 （お もに 段 ボ ー
ル ），プ ラ ス チ ッ ク の 回収 加 工 を行

う，政府に よ っ て 認定された民間回収企 業で ある。B 企 業は 直接住民や店舗か ら再生資源 の 回収

活動は 行わな い が，市内の い くつ か の 建築現場や生産企 業，5 つ の 回収 ス テ ーシ ョ ン と再生資源

の 回収契約を 結ん で い る 。 そ れ だ け で は な く，A 集団 の よ うな複数の 「非正規」 回収者の 集団

と も取引関係が あ り，大 量 の 再生資源 を取 り扱 っ て い る 。 B 企 業は 再生 資源の リサ イ ク ル を直接

行わず，収集された再生資源を 選別 ， 洗浄 ， 裁断 ， 粉砕 し ， 再生材料 として リサ イ ク ル 企 業に引

き渡し て い る。

　裁断され た鉄な ど の金属類の 出荷先は市内の 「集散加工 基地」 （Z 社） で ある 。 しか し，他 の再
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 チ ョン ト

　
生材料は市内 の 「集散加工 基地」 へ は出荷せ ず，紙類 は河北省承 徳市の リサ イ ク ル 企業，プ ラ

　 　 　 　 　 　 　 　 ト
　

チ ョ ウ

ス チ ッ ク は 山東省徳 州市 の リサ イ ク ル 企 業に それぞれ出荷 し て い る。建築現場や生 産企 業，回

収 ス テ
ー

シ ョ ン に は，毎夕 トラ ッ ク で再生資源を収集し に 行 くが ，A 集団の よ うな 複数の 「非

正 規 」 回収者の 集団に は 1週 間 ご と に再生資源を収集 し に 行 く。企業 の 敷地 に運ばれ た再生 資源

は
， 朝ま で に 再生材料に 加工 され，ほ ぼ 2〜3 日間に 1回 の ペ ー

ス で トラ ッ ク 1台分 （約 20 ト ン ）

の 再生材料をそれぞれの 取引先に 出荷して い る 。 市内の 「集散加 工基地」 も紙類，プ ラ ス チ ッ ク

の リサ イ ク ル 業務を取 り扱 っ て い るが
， 地方の リサ イ ク ル 企業 と比較 し て 再生材料 の 買収価格が

低 い
。 地 方 の リサ イ ク ル 企 業 と市 内の 「集散加工 基地 」 と の 間に ，紙類が約 150元／1 ト ン ，プ

ラ ス チ ッ ク が約 200元／1 トン の 差額があ り ， トラ ッ ク 1台分 （20 ト ン の 場合） の 差額 は紙類が約

3，　OOO元，プ ラ ス チ ッ ク が約 4，　OOO元で ある 。 月に それぞれ 10 回ほ ど出荷す る と し て も，その

差額は少な くと も紙類が 3万元 ぐらい ，プ ラ ス チ ッ クが 4万元 ぐら い の 計算 とな り，単純計算で

運送 費を 半分程度除い て も利益の 差額は 月に 3，5万元 ぐらい に なる （20）
。 そ の ため ，B 企業は企

業 の 経済利益を高め る 目的として ，再生材料を地方 の リサ イ ク ル 企業に 出荷す る こ とを選択 し た

の で ある 。
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　B 企業 の 営業利益の うち ， 市 内の 「集散加工 基地 」 との取引に よ る 利益はわずか で あ り，そ の

大部分は 地方の リサ イ ク ル 企業と の取引に大 きく依存して い る 。
リサ ィ ク ル シ ス テ ム の 構築に お

い て は，回収企業か ら再生資源を 「集散加工 基地」 に 搬送 し，処理す る こ とが 求め られ て い るが，

多 くの 回収企業 は再生材料の 買収価格が よ り高い 地方の リサ イ ク ル 企 業と の 間に 流通 ル
ー

トを保

っ て い る の が現状で ある 。

5．制度の趣 旨と実態の ズレ

　中国に お け る循環型社会の形成 は経済政策 資源政策，環境政策 の 統合化をめ ざした 国家建設

の 基本政策と し て の 性格を もっ て い るが
，

と りわ け経済政策に軸足を置い た も の で ある 。 循環型

社会を形成する政策の
一

環 とし て の リサ イ ク ル シ ス テ ム の 構築は，次 の よ うな主要問題を解決す

る と期待された 。   登録 ・届け出な ど制度の導入 に よ っ て
， 回収業者 へ の 監督 ・管理が 強化 さ

れ，  各主 体の 責任分担が 明確に な り，回収ネ ッ トワ
ー

ク の無秩序な現状が改善される 。 そし

て．  再生資源 を集中処理 す る こ とに よ っ て，再生資源の 有効利用を増加 し，都市経済の 発展

が促進 される 。
と こ ろが

， 前節 の 事例 か らも示された よ うに ，実態と し て は ，回収業者に対す る

監督 ・管理 が十分に 機能し て い る と は 言えず，回収老が二 分化す る とい う現象がみ られ ，
サ ブ シ

ス テ ム の 形成 に よ っ て 再生資源 の 集中処理 も完全に実現さ れて い ない
。

なぜ， リサ イ ク ル シ ス テ

ム の 構築に お い て こ うし た制度 の 趣旨と実態の 間に ズ レ が生 じた の か 。 本節で は そ の 構造的原因

に つ い て分析す る。

　5．1，地域間の格差問題

　 こ うした制度 の 趣 旨と実態 の 間に ズ レ を生 じさせ た社会的要因 の 1 っ と し て は ，地域間格差に

よ る労働力移動 の 歴 史的背景 との 関連が深い 。 廃棄物問題を 考え る に あ た っ て，廃棄物そ の もの

に 注 目す るだけで は 不十分で あ り，
一

見無関係に 思われ る社会現象に も十分気を配る こ とが，き

わ め て 重要で ある 。 多 くの 場合，廃棄物問題は 環境問題で あると同時に貧困問題 で あ り，また人

権問題 で もあ る 。 回収者を公 に 認知 された か た ちで フ ォ
ーマ ル 化 し よ うとする動きは ，行政に よ

る 管理的な視点に もとつ い て ，再生資源 の市場構造の 高度化を意図 した もの で あるが， こ の よ う

な問題は 再生資源市場 に 密着し て きた 回収者 の 貧困問題や格差問題 の解決そ の もの に 深 く関わ り

があ り，容易に 解決 され る もの で は な い
。

　中国で は ，1958年に 制定 された 「戸籍登記条例 」 に よ り，都市住民 と農村住民を厳格に 区別

し ， 分離する政策が とられ ， 農村住民は ， 長 い 間 ， 都市へ の 移動を厳し く制限されて い た 。 改革

開放政策の導入後，都市で 出稼 ぎ労働をす る農民が徐 々 に 増えて ，つ い に は農民の 都市で の 就業

が公認 される に 至 っ た （洪，2003）。 人 口 ・労働力の 地 域間移動は，経済的後進地域か ら先進地域

へ ，農村地域か ら都市部へ の 移動が そ の お もな趨勢で ある こ と は 言 うま で もな い 。と こ ろ が，出

稼ぎ労働者は 農業戸籍を有する か ぎり，ど の よ うな職業に 従事しよ うと，依然 として 農民 で あ る

こ と に 変わ りは な く， 職業選択の 自由が非常に 限定 され て い た 。 多様な職業の な か で ，都市で の

回収業は ， 社会の 最下層の 出稼 ぎ労働者 に 現金収入 の 道を 与える重要な 「雇用の 場」 で ある 。 今

まで ，再生資源 の 回収 ・利用に お い て ，行政が 直接担当す る部分は 非常 に 限定的 で あ り，大 きな
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部分が 出稼ぎ労働者 に よ っ て 担わ れ て きた 。
一

方，冉 生資源を回収する出稼 ぎ労働者は ，労働条

件，社会保障，生活環境等の 数 々 の 困 難に 直面 し，都市住民 と の 間に あ らゆ る 面で格差が 存在す

る 。

　身分許可制度 ， 強制移転な どの 政策は ， 長年に わ た っ て 回収業に 従事 して きた 出稼 ぎ労働者の

生活基盤を奪 うこ とに な り，彼 らは 自分た ち の 権益を守ろ うと し て ゆるやか な反発 と抵抗を選択

した の で ある 。 回収者 の フ ォ
ー

マ ル 化にお ける身分許可制度，居住地 の 強制移転 社会的 ス テ
ー

タ ス を公 的に 与え る政策な ど は，か つ て 日本で もそ うで あ っ た よ うに ，いずれ もあま りうま く機

能 し て お らず，経済や社会の 発展を待たねばな らな い とい う側面を もっ て い る 。 日本 の 高度経済

成長は社会全体で 雇用の 拡大を もた ら したた め ，回収業か ら他の 職業へ の職業転換が 可能に な っ

た 。そ し て ，資源価格 の 低下， ゴ ミ 箱 の 廃止 と定時 ・定点収集へ の 変更，モ ータ リゼ ーシ ョ ン の

影響，分別収集の 始ま りな どに よ っ て
， 回収業が 大きく変容 し，実態 とし て は 公認 された 回収者

が 残る よ うに な っ た （藤井 ・平 川，2008）。

　再生資源の 価格は比較的不安定で は あるが ， 就業機会が少な い 出稼 ぎ労働者に と っ て は ， 回収

業は依然 として 地方に 比 べ て 高収入を獲得する可能性が あ り，貧困か ら脱出する こ とが で きる重

要 な職業で ある 。 そ の た め ，関連機関 の 規制 がある に もか かわ らず，農民 出身 の 回収者が回収業

を継続 し よ うとす る のが現状である 。 また，日本の よ うに廃棄物の 定時 ・定点収集や分別収集が

まだ実施 されて い な い 中国に お い て は， 廃棄物 の 排出方法が根本的 に 変化 して い ない た め ，出稼

ぎ労働者 の 活動空間が保障され て い る 。

　関連機関の 登録 ・届け出 と身分許可制度，強制移転な ど の 政策だ けで は
， 回収者 の イ ン フ ォ

ー

マ ル 問題 を解決するに は 限界が あ る 。 定時 ・定点収集や分別収集な どの 関連政策の 実施 に 加 え，

慢性的貧困構造か らの脱却へ 向け，都市 と農村に 統
一

的に 適用 される戸籍制度 の改善と， 教育 ，

就労 ， 社会保障，医療等の 面の 制度改革を同時に進め なけれ ば，回収者の イ ン フ ォ
ーマ ル 問題の

根本的な解決は は か れな い で あろ う。

　5．2．シ ス テム設計の不十分

　制度の 趣旨 と実態の 間に ズ レ を生 じ さ せ た もう 1 つ の 要因 と し て ，シ ス テ ム 設計が 不十分で あ

る こ とが指摘で きる 。 再生資源を 「集散加工 基地 」 で 集中処理 する方策は ，再生資源の リサ イ ク

ル 率を よ り高め よ うとす る の が そ の 1 つ の 目的で あるが
， 同時 に 都市社会で 発生し た 再生資源 の

地方へ の 流出を阻止 し，都市経済の発展を促す狙い も含まれて い る 。再生資源産業に お い て は ，

もと もと市場 原理 に も とつ く企 業の 取 り組み が あ り，全国各地 に リサ イ ク ル 企業が数多く存在し，

こ の よ うな政策の施行は 地方の リサ イ ク ル 企 業の営業基盤を揺 るがす こ とに なる 。 地方に おける

リサ イ ク ル 企業は設備 ， 加工技術 の 不足 によ る環境汚染 の リス クが高い もの の
，

これ らの リサ イ

ク ル 企業 は 地方 の雇用を 生み 出 し，地方 に と っ て は 重要な税収源 とな る た め ，そ の 多くは 根強い

地方保護主 義に よ っ て 関連当局に 擁護 されて い る （梁主 編，2006）。 地方政府は 税制や融資な どで

地元 の リサ イ ク ル 企業に 多くの 便益を与 え，そ の うえ労働力 も安価 こ で きるゆ えに，再生資源を

よ り高額 に 買い 取れる構造 とな っ て い る。廃棄物適正管理に お い て ，国 と地方の異 な っ た次元に

属する主 体の戦略が
，

互 い に 適切な か たち で か み 合 っ て い な い た め ，利害の 対立 が表面化した の

で あ る 。
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　回収業の 各主体に お い て も環窺配慮型の経営 の新 し い試み が議論の 俎上 に は 上 る が ，その 必要

性に つ い て の共通認識が低 く，依然 として経済至上主義の 意識が根強 く存在する 。 そ の ため ，回

収業の各主体は環境配慮よ りも私的利益 の 最大化をめ ざして 経済的 に 合理 的な行為を選択 し ， 再

生資源 の 流れ に お い て サ プ シ ス テ ム の 仕組み が形成 された の で ある
。

リサ イ ク ル 政策の制度設計

に お い て ，既存の地方 の リサ イ ク ル 企 業をた ん に排除する の で は な く，全体利益 の 最大化を図る

とともec， 個別利益 の 維持 も念頭に お い た打開策を見出す こ とに 努め なけれぽ ならない
。

　シ ス テ ム設計 の 不十 分 さの 問題は ，と くに家電 リサ イ ク ル シ ス テ ム の 構築に お い て そ の 弊害が

表れて い る 。 全国各地 に建設された先端の処理 設備が整 っ て い る廃家電の集中処理 施設は ，収集

された廃家電の 回収量 が 少な い ため，経営困難に陥 っ て い る状態で ある 。 日本の家電 リサ イ ク ル

法で は，消費者が家電を廃棄す る際に， リサ イク ル 料金の ほ かに運搬料金を支払 うが，中国の 現

状は 日本 とま っ た く逆 で ある。中国で は ，廃家電に は 依然 と し て 大 きな市場価値が あ り，その 多

くは 有価物 とし て 買い 取 られ，中古家電 とし て リ ユ ース され て い る の が特徴的 で ある （21）
。 廃家

電 の 処理 に お い て は
， 既に 回収者や民間回収企 業に よ っ て 回収ネ ッ ト ワ

ーク が形成さ れ ，
フ ォ

ー

マ ル な家電処理業者が新たな リ サ イ ク ル シ ス テ ム を構築しよ うと した 場合，市場原理 に 従 い 回収

者や民間回収企業 と同 じ市場価格で 競合しなければな らない 。家電処理業者が廃家電を回収する

際に 大 きな買収費用がか か る こ とに な り，企 業経営に と っ て は 大きな負担増 に なる 。

　中国版家電 リサ イ ク ル 法で は，廃家電 の 処理 費用を まかな うため の 「処理 基金」 の 設立が定め

られて い るが
， その 費用負担方法が 明確 に 示 されて い な い 。また ，排出者 （個人，組織） は 集中

処理 へ の 協力義務を有す る と定め られ て い る が，具体的内容や 違反時 の 罰則 規定 も示 され て い な

い 。 中国版家電 リサ イ ク ル 法の 条文は 原則的 な記述に 留 ま っ て お り
， 具体性 ・実効性に 乏 し い 内

容 とな っ て い る た め
， 現状は 依然 と し て 回収者や 民間回収企業に よ り構築 された サ ブ シ ス テ ム に

回され る廃家電 は非常に 多く，持続可能な家電 リサ ィ ク ル シ ス テ ム が構築されて い な い の で ある 。

　こ の よ うに リサ イク ル 政策に おける シ ス テ ム 設計の 不十分さ と非合理 を見直さな い か ぎ り，

「集散加工 基地 」 で 大規模な解体 ・処理設備の イ ン フ ラ を導入 しただ けで は ，再生 資源の 適切な

リサ イ ク ル を実現す る の は困難であ り，再生資源 の 流通 ル
ー

トに おけるサ ブ シ ス テ ム の 構造は容

易に 変化 しな い で あろ う。

6．お わ りに
一

リサ イクル政策を巡 る今後の 課題

　本稿 で は ，瀋陽市 の 再 生資源回収業者に対す る 実証的研究を行い ，回収者に お け る 二 分化現象，

な らび に
， 再生 資源の 流通 ル

ートに お ける国家主導 の リサ ィ ク ル シ ス テ ム と業界主導 の サ ブ シ ス

テ ム の 2項関係 の 存在を 明らか に した 。 また ，中国政府が 「回収業の 市場秩序の 規範化」 に 対応

す る 目的の た め だけに 制定 した リサ イ ク ル 政策は
， 地域間格差に よ る貧困問題や シ ス テ ム 設計の

不十分 さが原因で，実行性が乏 しい 現状がある こ と も明 らか に した 。
こ の よ うな問題 の 改善に あ

た っ て は ，廃棄物管理 シ ス テ ム の 改善に とど まらず ， 農民 と都市住民を分割する戸籍制度の 改善，

出稼 ぎ労働者 の 就業支援 の 拡充，産業構造の 転換，ガ パ ナ ン ス 能力の 強化，生活様式の 変革な ど

多岐に わ た る努力が必要で ある。

　また，今ま で の 中国の リサ イ ク ル 政策は ，循環経済の もとで ，よ りい っ そ う効率的な経済成長
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を め ざす もの で ある か ら，相対的 な資源 利用 と環境負荷を減 らすが ，大量 生産 ・大量消費の経済

成長 シ ス テ ム 自体は 変わ らな い とい う限界 も指摘 し て お か なけれ ばな らな い
。 今後，中国 で は 各

主体がそ の 役割分担 の も とに 取 り組み ，社会全体 と し て環境負荷を 低減 し，循環型社会を形成 し

て い くこ とが 求め られる。 そ の た め に は ，
「環境制御 シ ス テ ム 」 の 形成 と経済 シ ス テ ム に 対す る

介入 の 深化 （舩橋 1998＞が必要で あ り，廃棄物管理事業の 各段階 （発生，排出，収集，運搬，中間

処理，最終処分）にお い て ，独 自に また は互 い に協力して役割を果たす こ とが 重要で ある。そ の

なか で もと くに ，拡大生産者責任 （EPR ） の 導入
， 廃棄物 の定時 ・定点収集や分別収集の 実施な

どの あ り方に つ い て の 検討が必要で あ るが，別稿を 期した い 。

注

（1） 2006年か ら 2010年 を 日標期間 とす る 政策 の こ とで ，「内需拡大 」 「産業構造最適化 」 「省資源，環境

　 保護 」 「イ ノ ベ ー
シ ョ ン 」 「改革 ・開放深化 」 「人間本位」が 「6つ の 立脚」 と し て示 され て い る 。

（2） 中国 語で は 再 牛資源 の 収 集 を 行 う人 を 「收破 炬 」 （破 っ た り腐 っ た りす る も の を 集め る 人 ），「破 炬
：F」

　 （破 っ た り腐 っ た りするもの を 集め る 王 様）と呼 ん で お り，これ らの 呼び 方は 差別的な意味 が 含まれて

　 い る の で ，現在，公式用語で は 「再生資源 回収人員」 と して 使わ れ て い る e

（3）中 国 で は 関連機関に 中請 ・登 録 し，営業許 可 書を 取 得 した 回収者の 主 体 を 「正 規 」 回 収者 と し，そ れ

　 とは反対に 関連機関に 申請 ・登録せ ず，無断で再生資源 の 回収業務に従事して い る 回収者 の主体を 「非

　 正 規 」 回 収者 と称 す る 。

（4）「中国物質再生協会」 は 1993年に 設立 され た社団で ，再生資源の 回収 ・リサ イ ク ル 企 業，鉱業関連企

　 業，科学研究 ・教 育機関 お よび 個人 が 会員 で あ る。「中国再 生 資源回収利用協会 」 は 1992 年 に 設 立 した

　 社団で，団体会員 200余 り．25省お よ び地市 レベ ル の 協会約 1万企業 が 加盟 し て い る。

（5）畳 1畳ほ どの 大きさ の 荷台を 自転車 の 前 （あ る い は後ろ ） につ けた 運搬用三輪自転車 。

（6） r新華社 』 2011年 4月 7 日の 報道 に よ る。

（7） 『人 民 日報 』 2010年 4月 8 日の 報道 に よ る 。

（8） 「中華人 民 共 和 国循環 型 経済促進法 」 第 2条，第 4 条を 参照。

（9）2005年 4月に ，瀋陽市に お け る再生資源 の 回収企 業，再生資源 の 処 理業老，市 の 関連組織な どで 成

　 立 した 非営利組織で ある が，実質的 OCは 瀋陽市政府 に よ っ て 所管 されて い る。

（10）r中 国 環境報』 2006 年 04月 11 日の 報道に よ る。

（11）遼寧省商業庁市場建設処．2008年 03月 07 日の 資料 に よ る 。

（12） お も に 女 性 40歳 以 上，男性 50歳 以 上 の 「4050人 員 」 と呼 ばれ る都 市 出 身 の 失 業 者で あ る。

（13）2009年 2月 26 日，瀋陽市再生資源協会へ の 聞き取り調査に よ る。

（14）2011年 2 月 27 日，Z 社の 責任者へ の 聞き取 り調査 に よ る 。

（15）企 業 ・工 場 か ら 「非正 規」 回 収者 に 冉 生資源が 流れ て い くル
ー

ト も存在す る が，そ れは 普遍的存在 で

　 は な く個別事例に 過ぎな い た め
， 図式 に お い て は 省 くこ とに した。な お ，

こ の 図式 に お け る地方の リサ

　 イ ク ル 企 業 は 主 に 地 方政府に よる公認を 受 け て い る主 体を さす 。

（16）2009年 2月 28 日，L さ ん へ の 聞き取 り調査 に よ る。「管理 弁法 」 の 施行後，19家族 の 内 4家族が A

　 集団から離脱 し， 2家族は活動拠点を地方都市 に 移し，
ほ かの 2家族 は地元 に 戻 っ た とい う。

（17）飲料容器 は 個数 それ以外 の 品 目は 重 量 で 計算す る。

（18）2009年 3月 2 日〜5 日まで の L さん に 対す る聞ぎ取 り調査 に よ る。

（19）2010年 8月 26 日〜30 日ま で の L さ ん に 対す る聞ぎ取 り調査 に よ る

（20）2010年 8月 15 日〜19 日ま で の B 企業 の 経営者 に 対す る聞 き取 り調査 に よ る。なお ，再 生 材料 の 差

　 額は 2010年 8 月時点の 相場で計算した 。
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（21）中古家電 の 販売対象は，都市部 で の 出稼 ぎ労働者，学生，農村地域 の 農民などで ある。
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The  Challenges  of  Building  Recycling  Systems  in Contempo-

                              rary  China:

           A  Case  Study  of  the  Recycling  Industry in Shenyang

                                 KIN  Tai-U

                           Kwansei Gakum  Umversity

              1-1-155 Uegahara, Nishinomiya-city, Hyogo, 662-8501, JAPAN

    Amid  growing  ¢ oncerns  over  the depletion of  the world's  rnetal  resources,  there is

 now  greater  reliance  on  recyclable  resources  m  China than m  the past, At the same  time,

 cencerns  about  waste  treatment  have also  become a  significant social  issue. Under  this

 current  condition,  the Chinese government  has embarked  on  a  policy of  constructing  an

 integral recycling  system  through the regulation  of  the recycling  industry in the private

 sector  in order  to enhance  the effective  use  of  recyclable  resources,  Due to the govern-

 ment's  action, the environment  for the recycling  industry has improved and  it is now

 preparing  to expand  its business more  eMciently.  However,  progress  is not  straightfor-

 ward  as  other  social  problems  are  emerging  in the actual  practice  of  building recycling

 systems.

    Based on  fieldwork research  on  recycling  companies  in Shenyang, this paper  identifies

 problematic  factors, which  may  hinder the implementation of  the recycling  systems  en-

 visaged  by the government.  One  such  problem  concerns  tensions arising  from  two  groups

 of  workers  engaged  in waste  collection:  migrants  from rural  areas  employed  as  casual

 labourers on  very  low  wages  and  full-time workers  employed  by the government,  Another

 related  problem  the paper attempts  to clarify  is that of  the supposed  mutually  comple-

 mentary,  but, in fact, uneasy  relationship,  between those organizing  the state  recycling

 system  and  those controlling  the sub-systern  proceeding  from private  initiatives, This pa-

 per  argues  that the reason  why  problems  have occurred  is deeply rooted  in the design of

 the recycling  systems  by a  government,  which  underestimates  the social  disparity and

 poverty  among  each  region.  Finally, in order  for China  to build effective recycling  sys-

 tems, this paper stresses  the necessity  of  overcoming  poverty  through the abolishment  of

 the family registration  system,  the reinforcement  of  improving job opportunities  among

 rnigrant  workers  from rural  areas,  and  the transformation of  the industrial structure.

 Kbywords;  Reaycling Slrystem, Reaycling Industr),, librntalization, Sub-S),stem

66


