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　　　　　水環境の社会学
一 資源管理 か ら場所 との か か わ りヘ

ー

川 田 美 紀

（大阪産業大学）

1．環境社会学に おけ る水環境研究

　近年の 水環境をめ ぐる社会問題は，多岐にわた っ て い る 。 海外 ， とくec工 業化 し つ つ ある 国や

地域の 問題に は
， 開発に ともな う飲用水の 劣化や不足，地 下か ら の過剰な揚水 に 起因す る地盤沈

下 ，塩害な どがある 。 日本国内では，それ らの 古典的問題に 加えて ，農山村か ら都市 へ の 人 口流

出に よ っ て 森林や耕作地 の 維持が 困難に な っ て きた こ と に よ る 水源地 の 環境管理 の 問題な ども顕

在化 して い る 。

　本稿 は ， こ の よ うな問題を直接論 じる もの で は な い が，水環境を め ぐる社会問題を 念頭 に お い

て
， 今後の 水環境政策や私た ち と水環境と の か か わ り の あ り方を考え る た め の 視点を提示する こ

とを 目的 と して い る 。

　日本 の 環境社会学分野で 蓄積されて きた 水環境をめ ぐる研究は ，水環境政策，大規模公 共事業 ，

公害問題 資源 利用 ・管理 ，歴史的環境保全な ど多様で ある 。
し た が っ て ，研究動向を ま とめ る

となる となん らか の 限定をせ ざるをえない 。 そこ で ，本稿で は，近年の 水環境を め ぐる研究の な

か か ら，政策に 関す る もの ，資源利用 ・管理 に 関す るもの ，歴史的環境に 関する もの の 3 つ に 注

目し，それぞれの 研究群が ，水ある い は 水環境を どの よ うに 捉え何を論 じて ぎた の かを整理す る 。

2．水環境へ の政策論的 アプ ロ ーチ

　産業化 された 社会に お け る 主要な水 閙題 の 1 つ は ，資源 とし て の 水の 持続的利用で あ る。しか

しなが ら，環境社会学は資源 の 持続的利用 とい う社会的な大義を そ の ま ま受け入 れる の で は な く，

生活の 現場か ら水 と人 との かかわ りの 実態を分析す る こ と を 重視 し て きた 。 な か で も，水環境を

め ぐる政策 として
， 環境社会学分野の研究が 大きな関心を 向け て きた の は

， 政府に よ る河川管理

で あろ う。 と くに ，河川管理 政策の 変遷に関して は ，
ダ ム建設など の大規模公共事業の 動向と深

く関わ る こ と もあ っ て ，多数の研究者が さ まざ まな視点か ら論 じ て きた （田 中，1997　1　2001；嘉凪

2003；帯谷，2004な ど）。

　政府が依拠す る 「公共性 」 の 論理 に視点をお くと，そ の 変化は次 の よ うに論 じられて い る 。 す

な わ ち
， 洪水や伝染病対策と い っ た 「安全性」 確保か ら，水資源 開発とい っ た 「生産性 と効率

性 」 へ の 変化で ある。こ とに 戦後は 「利便性 と物質的豊か さ 」 を 求め た結果進行 した河川 や水域

の 汚染 問題 の 顕在化 に よ っ て 「快適性 」 「生 態的健全 さ 」 へ と変化 し，近年で は 自然 と人 との
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「共生」 や ，異な る社会的主体間の 「参加 と協働」 が強調される よ うに な っ て きた の で ある （嘉

田，2003）。

　た だ，1997年の河川法改正 ま で の 「公共性」 は ，時代に よ っ て 力点の 置き所を変えなが らも，

政府に よる河川の
一

元的管理 を強化する方向に あっ た 。 それは，河川に 関係する各省庁の 競合関

係，中央省庁と地方 自治体の 権力関係を背景に し て い た。た とえば，ダ ム 開発などの公共事業計

画で は，それらの 計画や事業の 「公共性」 と対峙する運動が各地で 起きたが ，事業を受け入 れ る

側 の 地域 に 対 して 補償 （地域整備事業）をす る こ と で ，地元 自治体や住民 の 反対 の 声を封 じる こ

とに な っ た （田中，2001）。

　けれ ども，各地で の反対運動の積み 重ね や運動を伝 える メ デ ィ ァ の 影響な ど に よ り，河川管理

に お い て 環境へ の 配慮や住民意見の 尊重 が 避けられ な くな っ て きた 。 1997年の 河川法改正 もあ

り，政府 ・行政 と住民 と の 関係は対立か ら協働 へ と変化 して きて い る と理解されて い る ω
。

こ の

改正河川法の もとで，環境に 配慮した河川管理が実現す るの か ，また 住民の 意見を計画に 反映で

きる の か とい っ た こ とは ，しっ か りとした運用の 仕組みがで きるか ど うか に かか っ て い るだ ろ う。

　政府 ・行政 と住民 との こ の よ うな関係の 変化に よ っ て ，帯谷博明は ，新 し い 「専門性」 の 重要

性が高ま っ て ぎて い る と述べ て い る 。 そ の 「専門性」 と は ，計画策定過程が 開か れ ， 政策当局と

住民の協働関係が 求め られ る場合 ， 有効 と考えられ る地 域の 個別的 ・日常的な実践知や 生活知を

住民 自身が掘 り起 し体系化して い く分野横断的な専門性 で ある 。 それは 計画策定過程が 閉鎖的で

あ り政策当局 と住民が対立関係 に ある場合 ， 問題解決に寄与する と考え られ て きた 科学的 （対抗

的 ）専門性 とは 異な っ て い る （帯谷，2004）。

　で は，ど の よ うに し て 住民は 実践知や 生活知を体系化する こ とが で きる の だろ うか 。長野県砥

川流域協議会に お ける討議プ ロ セ ス を分析した保屋野初子は，「恩恵／災害 リス ク 」 とい う軸が，

上流と下流の 人び とを 「流域」   とい う概念で つ な ぐこ とを可能 とし，治水枠組み の 再構成に至

っ た と論 じ て い る （保屋野，2010）。

　住民 の 実践知や 生活知を い か に 政策に反映させ る こ とが で きる の か とい う議論は ，河川管理 の

政策だ けで は な く，現在環境政策を考える うえで 重要な論点 の 1つ に な っ て い る 。 ただ， こ こ で

は こ の 議論 に は 深入 りせ ずに ，水や 水環境に 向 き合 う人 び との 実践知や 生活知と は ど の よ うな も

の な の か を，資源利用 ・管理に つ い て の研究か らい くつ か 紹介し て い くこ とに し よ う。

3，水環境の 資源利用 ・ 管理論的ア プロ
ー

チ

　そ もそ も，なぜ実践知や生活知に 注 目する の か 。 それは，身近な環境の 保全に あた っ て は，地

域 コ ミ ュ ニ テ ィ が大 きな役割を果たす と考えられ たか らで あ る 。 そ の よ うな立 場か ら環境社会学

の 分野で 水環境に 関す る研究を蓄積し て ぎた の は ，お もに ，生活環境主義 と コ モ ン ズ 研究 で あ っ

た 。 生活環境主 義は，人び とが生活し て い くた め に ，そ の 環境を徹底的に 破壊す る こ とは な い と

の 考えか ら，水 や水環境と人び とが ど の よ うに か か わ っ て きた の か
， 利用し続けるた め に どの よ

うな知恵や 工 夫がある の か
， ある い は ど の よ うな経緯で 利用 され な くな っ た の か ，水環境に 対す

る人び と の 認識や 自然観とは ど の よ うな もの なの か ．とい っ た こ とを論 じて きた 。 また， コ モ ン

ズ 研究 も，地域の共 同管理に よっ て 資源の 持続的利用が実現して ぎた多くの 事例をふ まえ，人び
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とが どの よ うな利用 ・管理 の ル
ール を もっ て い る の か とい うこ とに 関心 を もち

， 個別事例を詳細

に 記述 して きた 。

　それ らの 研究は ，細か な地域の 事例分析に よ っ て 近代化の なか で 人び とが水環境と疎遠に な っ

て い っ た プ ロ セ ス を明 らか に して ぎた （鳥越 ・嘉田編，1984；菅，2001 ；関，2003；2005）。 また．水

環境と疎遠に なる こ とで ，人び とは 環境に対する 関心 を失い ，河川や湖沼 の 環境汚染に 鈍感に な

っ て い く事実も指摘して い る （3）
。 では ，水環覧と人び ととの 濃密なか か わ りとは ，どの よ うな も

の な の だろ うか 。

　嘉田 由紀子は ，所有とい う観点か ら滋賀県 の 余呉湖周辺 の 地域に お ける人び との 資源利用の あ

り方を分析し，私有地 で ある水田 で あ っ て もフ ナ や コ イ や タ ニ シ は ど こ の 田 で つ か ん で もよか っ

た こ とな どを挙げて
， 同

一
の 空間で あ っ て も対象とす る資源や条件 な どに よ っ て 利用の ル ール が

異な る とい う，人び との 重層的な所有観 の 存在を指摘 し た （嘉田，1997）。 また ，関礼子は，河川

の 資源利用をみ た場合，こ の 重層的所有観に 基づ く資源利用が，集落内に とどま らず ， 同じ流域

に 属し 生 業を異に する 集落間 の 資源利用 に お い て も認め られ る と論 じ て い る （関，2003）。

　 こ の よ うな ロ
ー

カ ル な資源 の 利用や 管理 の 実態に つ い て は， コ モ ン ズ研究の 分野で も注 日され

研究が蓄積され て きた 。 そ の 蓄積の 過程で ，半栽培 とい う自然へ の 関係の もち方も注 目される よ

うに な っ た
。

とくに 水辺 とい っ た不安定な空間 （4）で は
，

ヨ シ を典型 とする よ うな 水辺 の 植物に 見

られ る半栽培を通 じた 自然 と人と の か か わ りが 見出され て きた （平井，2008 ；黒 田，2009な ど）。

　これ らの研究は
， 資源の 利用を 前提に して い る と こ ろ に 最大 の 特徴がある とい え る 。

つ ま り，

資源 として 使用価値があるか ら こ そ ， そ の 環境に 対 し て 人び と の 関心 が向け られ ，持続的に利用

がなされ，結果 と し て 環境が保全 され る とい うもの で ある  
。

　しか し，生活条件 の 変化か ら，か つ て は 資源 と して の 価値が高か っ た もの が ， 現在は価値を も

た な い ケ
ー

ス も増え て い る 。 に もか かわ らず，その 資源を維持管理する 活動が 自然共存的 と評価

され る と，自然 とな ぜ か か わ る の か を考え る こ とな く環境保全へ と動員さ れる政策を促す こ とに

もな りかね な い 。 そ の こ とに よ っ て ，自然 との か か わ り方は ，む しろ単純化して しま っ た り，自

治体の 補助金が打ち切 られる と同時に 終わ っ て しま っ た りす る，持続性の ない もの に な る恐れが

ある （牧 野，2009）。

　一
方で

， 伝統的な資源 と し て の価値 とは 異な る新しい 価値を対象 に 見出 し働 きか けが お こ なわ

れて い る事例 も報告され る よ うに な っ て きて い る。離農や農業者 の 高齢化が進行 し，農業用溜池

の 維持管理 が十分に 行 き届か な くな っ て きた地 域で は ， 溜池を た ん に農業用施設 と捉え る の で は

な く，身近 に 自然を感 じる こ との で きる住民全体の 共有財 （市民 コ モ ン ズ ） と捉え て 環境整備を

お こ な っ て い る （池上．1996；鎌 田 ・池上，2001）。

　溜池 と同様，農業用施設で ある農業用水に つ い て も，
“
環境用水

”
化を 図 っ て い る地域が ある 。

環境用水 と鳳   水質保全，  ア メ ニ テ ィ の 保全 と再生 ，   生物 多様性保全とい っ た機能を果た

す農業用水路や 都市水路 の こ と で ある （秋山，2012）。 都市部に お い て は ，農業の 衰退 （後継者不

足，高齢化 な ど） に よ っ て 農業に お け る 農業用水路 の 重要性が小 さ くな っ て きたた め に ，用水 の

価値を 見直す試み として ，
“

環境用水
”

化が 図られ て い る の で ある （黒田 ほ か ，2012）。

　水ある い は水環境に 対 し て 新 しい 価値を 見出す こ とが環境を保全す る こ とに な る とい う指摘 は ，

生 活条件の 変化に対応 しなが ら水ある い は 水環境 の 再資源化を図 る こ とで 利用 し つ つ 保全する と
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い うかか わ り方が可能とな る と い う考え に 基 づ い て い る と考え られ る 。 た し か に， こ の指摘は い

くつ か の フ ィ
ー

ル ドで は 説得的で あるだろ う。
こ れに 対 して

， 以下に示す中川千草 の 研究は ， た

とえ，再資源化が図 られず，使用価値がな い 水環境で あ っ て も，か かわ りを人び とが維持する理

由と方法がある こ とを示唆して い る 。

　中川 は，使用価値がな くな っ た浜 と地 元住民の かか わ りを 「守 り」 とし て 描い て い る 。 中川が

取 り上 げた事例地の 浜は，資源 として の利用の 機会は減 っ て い る 。 住民が浜と直接かか わるのは

定期的な ハ マ ソ ウ ジを 通じ て くらい で ある。自然を資源化 し なければ，積極的な働 きか けは なさ

れない 。けれ ども， 中川は
， 目に 見える働 きか けが ほ とん ど確認 で きな くな っ て も，住民 に は 浜

を 「守 り」す る とい う考え方がある の だ とい い ，「何 もし て い な い と い う働 きか け」 を み る こ と

の 重要性を 指摘し て い る （中川 ，2008）
。

　 「何 もし て い な い とい う働 きか け」 とい うの は ，矛盾 し た表現の よ うに 思え る か もしれない 。

けれ ども， 地元住民の 浜 との かかわ りを 目に 見える 「物理 的なか かわ り」 と 目に見 えな い 「心 理

的なかかわ り」 とい うよ うに分けて 考えて み るならば
， 物理的に は 何 もし て い ない

， けれどもそ

こ に存在する こ とを認めて い て，何か あれば物理 的に かかわ る用意もで きて い る状態と理解す る

こ とが で きる 。

　 こ の よ うな か かわ り方は ，そ の 環境の 資源 として の 使用価値の 大小に は か な らずし も左右され

な い
。 もち ろ ん

， 資源 と し て の 使用価値があれば利用するだろ うが
， 使用価値が な くな っ た か ら

とい っ て ，ただ ち に そ の 環境 と の か か わ りが切れる とい うわ けで は ない
。 次節で は その よ うな資

源 と し て 水環境を捉え る もの と は異な る系譜に位置づ けられ る研究を み て い くこ と に し よ う。

4．「場所」 と して の水環境 と人び ととのかか わ り

　歴史的環境に 関する研究に は ，むろ ん 水環境に 限 られて は い ない が
， 水 と関連ある事例を取 り

上 げた研究が意外 と多 い こ とに 気づ か される 。 歴史的環境保全 の 社会学的研究は住民生活の舞台

に お もな関心を お い て お り，そ こ eこは 水が組み 込 まれ て い る こ とが 多い か らで あろ う。た とえば，

野 田浩資 の 滋賀県甲良町の 水路 の 事例研究 （野田，1999），堀川三 郎 の 小樽運河 の 事例研究 （堀川，

1998 ； 2000），片桐新 自や森久聡の 鞆 の 浦の 事例研究 （片桐，2000 ；森久，2005）な どを 挙げる こ と

がで きる 。

　滋賀県甲良町 の 集落を流れ る水路 の 保全活動の 事例を歴史的環境 の 観点か ら論じた野 田 は，自

然環境を め ぐる問題領域が 「客観性／科学性／普遍性」 に よっ て特徴づ け られる の に対 し ， 歴史

的環境は 「主観性／文化性／地域性」 に よ っ て特徴づ けられ る領域で ある と述べ て い る 。 そ し て

野 田 自身が取 り上 げた 水路の保全活動を，後者の 「主観性／文化性／地域性」 の 領域 に位置づ け

て い る （野 田，1999） （6）
。

　歴史的環境保全に おけ る論点に は い くつ か ある が，そ の 代表的な もの の 1 つ に
，

「場所」 をめ

ぐる議論が ある ω 。堀川は ，小樽運河をめ ぐる歴史的環境保全運動を事例 として ，土地に は 「空

間」 と 「場所」 とい う二 面性があ り，道路建設 に 最適な用地 と し て運河を捉え て い た 行政は 運河

を 「空間 」 とみ な し て い た の に 対し て
， 保存運動を展開した 人び とは ， 運河を記憶の 詰ま っ た固

有の 「場 所」 とし て 捉 ftて い た と述べ て い る 。
つ ま り，保存運動は ，都市計画に よ っ て か けが え
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の な い （取 り換 え 不 可能 な ） 「場所」 が 「空間」 化され る こ と へ の 抵抗運動で あ っ た （堀 川，1998　i

2000）。

　また，脇田健
一

は ，農家の 人び とに と っ て の 「空間」 と 「場所」 を次 の よ うに論 じて い る 。 す

なわち ，か つ て の 水 田や 灌漑水利網は 「濃密な関係性」 を 生きる こ とに よ っ て 再牛産 し て きた

「場 所」 で あ っ た が，圃場 整備に よ っ て た んな る稲作生産 の 「空間」 に な っ た とい うの で ある。

さらに ，こ の 「場所」 に つ い て は農家の 人び とは その 価値を うまく説明す るこ とが困難で ある と

指摘して い る （脇 田，2001）。

　「資源 」 と し て 普遍的な使用価値があ る場合に は ，環境の 価値や ，なぜ そ の よ うな環壕を維持

した い の かを説明する こ と は 容易で ある 。 そ れに 対 して 「場所」 は，個別的で 主観的なもの で あ

るか ら，説明 が 困難な の だ ろ う。 けれ ど も， 他者 に 説 明す る こ と が 困難で ある とい うこ と は
， 価

値が な い ，ある い は 不要で ある とい うこ と と同義で は もちろ ん な い
。

　それ では 「資源」 として の 水環境と人 び とと の か かわ りと，
「場所」 として の 水環境と人び と

と の か か わ りは
， 具体的に は ど う異なる の だ ろ うか 。

こ の こ とを考え る に あた っ て ，鳥越晧之の

次の よ うな調査時の 話が興味深い 。 鳥越は，長崎県島原市の 浜 の 川で 地元 の 町内会長に 浜の 川の

水を利用する理 由を尋ね た 。水道水よ りお い し い とか ，洗 い 物をす る の に便利だ とか ，そ うい う

回答を他 の 人か ら得て い た が，町内会長は 返答に 窮 し た様子で あ っ た。こ の こ とか ら鳥越 は浜の

川の 水を利用す る 理 由とし て ，水質の 良さや便利さ以外の ，よ り本質的な何かが ある よ うに 思わ

れた と述べ て い る
。 そ し て

， それは 水 と の つ きあ い が毎 日あた り ま え の こ とだ とい う態度だ と述

べ て い る （鳥越，2012）。

　人び とが 「資源」 として の 水環境を利用する際に は ， そ の 資源が い か に機能的に 優れて い る か

が 1 つ の 重要なポ イ ン トで あ り，人 び とは 合理的判断に 基づ い て 資源利用 （水環境 との か か わ り）

を選択する と考えられ る。とこ ろが，水場が 水道水 と比べ て い か に 機能的に 優れて い る か とい う

こ とは ，少な くと も浜 の 川 の 事例 で は，水 と人 び との か か わ りの 本質で は な い よ うで ある。それ

よ りも，水と の つ きあい が毎 日 の あた りまえ の こ ととし て 営まれ て い る 。
こ の あた りまえ の つ き

あい に 水 と人 との か かわ りの 本質がある よ うに 思われた の で ある。

　 こ の よ うな視点に 立 つ と，水環境か ら得られ る資源を利用する とい う目的を もはや もっ て い な

い 人び とが，汚れた 水環境を再生する とい う取 り組みを なぜお こな うの か とい うこ とも理解で き

そ うで ある
。

「場所」 との か か わ りは
， 合理 的か 非合理 的 か とい う水準で 始 ま っ た り止ま っ た り

する もの で は な い か ら で ある 。
「資源」 として の 水 と人 との か か わ りは 水環境 とい う対象 自体の

価値に よる とい えるが，「場所」 とし て の 水環境 に は，しば しばかかわ る とい う事柄に 価値を 見

出す 人び との 行動がみ られ るか らで ある 。

　西城戸誠は，京都市伏見区濠川 の 事例を取 り上げ ， 十数年前 まで ごみが捨て られて い た ドブ川

で あ っ た濠川が再生 されて い っ たプ ロ セ ス を論 じ て い る （西城戸 ， 2012）。
こ の 発端に な っ た の は ，

川 の 汚れ を見か ねた地 元企 業や ，住民 が個人的に ゴ ミ を拾 い 始め た こ とだ とい う。それが，徐 々

に 多 くの 住民を巻き込 ん だ河川再生活動に な っ て い っ た 。

　ま た
， 荒川康に よ る と

， 栃木県市貝町 の 多田羅沼は ，か つ て は 生業や生活に 利用 され て い たが ，

県の 自然保護条例 の 保全地域に指定 されて 以降，人の 手 を で きる だ け入れ な い よ うな管理 に 変化

し て い っ た 。 放置され て い る多田羅沼を見 る と き， 地元住民は 守ろ うとす る志向性を もち ながら
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も働 きか けを しな い ／で きな い 者 の 1人 とし て 自らを省み る こ とに な り，それは ある種の 「痛

み 」 に も似た感覚を と もな うとい う （荒川，2004）。

　水環境を 「資源」 として 捉 えた場合，使用 価値がな くなれば，改変して 新た な使用価値を 創出

する か ，放棄 して しまえぱよ い 。しか し，「場所 」 とし て 捉 えた場 合，環境が汚 れ て い る こ とや

荒れて い る こ とを，人 び とは 自分 自身 の 問題 と し て受け止め ，荒川が指摘するよ うな 「痛み 」 さ

え覚え て し ま う。

5．存在を確認する 「場所」

　 中川の い う浜の 「守 り」や，荒川が 指摘す る働きか けを しない ／で きない こ とに よる 「痛み 」

は，い ずれも水環境そ の もの で はな く，水環境と人び とと の かかわ りの 問題を論 じて い る と考え

られ る 。「資源 」 が対象そ の もの に 関心 があ るの に対 し て ，「場所」 は対象との か かわ りに関心が

ある と考えられ る 。
で は

，
「場所」 とか か わ る こ とは

， 人び と に と っ て ど の よ うな意味が ある の

だ ろ うか 。

　内山節は，群馬県上野村の 川の ヤ マ メ や イ ワ ナ 釣 りの 解禁日に ，村人か ら解禁 日に は 魚の 顔を

み て
， 魚たち も冬を過ご して 無事に 春を迎えた とい うこ とを確認 しなければな らな い と説明され

た 出来事を紹介 し，村で は 自然 と人間が相互 に 関係しあ う こ とに よ っ て 存在す る と述べ て い る

（内山，2001）〔8）。つ ま り，人び とは村 の 自然 とか か わ り，相互に 影響を与 え合 うこ とな くして村

に存在す る こ とは で きな い の だ とい える 。

　 自然 との かか わ りを通じ て 自己 の 存在を確認する と い うこ とは，マ イ ナ
ー ・サ ブ シ ス テ ン ス の

特徴の 1 つ と し て も指摘されて い る。マ イ ナ ー ・サ ブ シ ス テ ン ス とは ，た とえ消滅 し た と こ ろ で

大 した経済的影響を及ぼ さな い に もか かわ らず，意外な ほ ど の情熱に よ っ て 継承 され て きた，経

済合理 的視点か らは
， なぜ そ の 活動が継続さ れて い る の か 説 明が つ か ない 活動で ある 。 空間的時

間的限定の もとお こ なわれ ，単純な技術水準で ある た め 高度な技法が必要 とされ ，多 くの場合，

伝統的な もの で
， 技 の 伝承が なされて い る 。 人び とは

，
マ イ ナ ー ・サ ブ シ ス テ ン ス を通 し て

， 時

間 の 回帰性を体感し， 自己の 存在を確認する （松井 ，
1998） （9）

。

　 こ の よ うな松井健に よ る マ イ ナ ー ・サ プ シ ス テ ン ス の議論を引用 し，家中茂は
， 石垣 島白保 の

空港建設反対運動の 強固な意思決定 の 背景に ， イ ノ
ーで 展開されて きた さ まざまな マ イナ

ー ・サ

ブ シ ス テ ン ス の 活動を通 じ て 個 々 人に 蓄積 された 身体性に もとつ く経験が あ っ た と述べ て い る

（家中，2001）。 また，家中は ，別の論文で ，従来 の コ モ ン ズ研究は
， 持続的な資源 の 利用 ・管理

に関心 があ っ た ため に ，厳格な ル
ー

ル と権利 ・義務関係が と もな っ て い る タ イ トな ロ ーカ ル ・
コ

モ ン ズ に，よ り持続性がある と論 じて きたが
， 白保 に おけ る イ ノ

ー
の 利用は厳格なル

ー
ル が定め

られ て い な い オ
ープ ン ア ク セ ス に近 い もの で あ る に もか か わ らず，埋立 計画に た い し て強固な反

対運動を維持し続ける こ とが で きた と述べ て い る （家中，2002）
。

　「場所」 とかか わ る こ と に よ っ て 自己 の 存在を確認す る こ とが可能とな る の だ とす る と，愛媛

県 の 織田が 浜埋立 反対運動の事例を分析 し た 関礼子の 次の よ うな指摘 も興味深い
。 関は ， 織田が

浜 の絵葉書購買申込者 の 購入動機とし て もっ とも多か っ た の は 開発や 自然破壊へ の 不安 ・憤 りで

あ る とした うえ で ，愛媛県出身者や 在住経験の ある人か らの 申込数が 全体の 20，6％ を 占め て い
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る こ とや ，他県の 海辺 近 くの 出身 ・在住経験を もっ て い る人，故郷 の 海が埋立 ・汚染 された 経験

を もつ 人が多い こ とに 注 目する。こ の結果に つ い て ，関は ，織田が浜が ，彼らに とっ て故郷 ・自

らの ル
ー

ツ と し て ，また は そ の 代替 として 意味づ け られ て い た と論じて い る （関，1997）。

6．環境社会学に おけ る水環境研究 の独 自性

　高度経済成長期，多 くの 人び とが農山村か ら都市 へ と移動 した 。 それ は ，人び と に と っ て
，

か

け が え の な い 「場所」 との 決別で あ っ た とい える。し か し，先述 し た 関の織 田が浜 の 事例な どが

教えて くれる こ と は ，身の 回 りの 環境が 1人 1人に とっ て 固有の か けがえの な い 「場所」 か ら誰

に で も同 じよ うに コ ン トロ
ー

ル 可 能な均質な 「空間」 へ と改変されて い くな か で ，「場所 」 と の

決別を選択 した は ずの 人び とが ，自ら の 存在を確認する こ とがで きな くな る とい う思い に 駆 られ

た の で は な い か と い うこ とで ある 。 なぜな ら，「場所 」 が 「空間」化す る こ とに よ っ て ，「場所」

とかか わ る こ とに よ っ て 自らの 存在確認が 可能で あ っ た 人び とも，「場 所」 とかか わ っ て 生 きる

固有の 存在 で は い られ な くな っ て しま うと考え られ る か らで ある （1°）
。

　「場所 」 が 「空間」 化す る とい うこ とは ，人び とが 自ら の 存在を確認す る こ とがで きな い と い

うだけ の 問題に は とどま らな い
。 近年 ， 災害対策の 文脈か ら人 と 自然 との か か わ りの あ り方が 再

検討され る よ うに な っ て きて い る が （原 口，2010）， 洪水常習地 に お い て ，比較的被害の 小さ い 洪

水が，住民に 大きなイ ン パ ク トを与えた の は ，その 洪水が こ れ まで とは異な っ てお り，住民が も

っ て い た洪水に 関する常識で は理 解で ぎな い もの だ っ たか らだ とい う指摘 もあ る （金子，2012）。

こ の こ とか ら川が 固有の 場所で あれば ，人び と は，代 々 蓄積 して きた ロ
ー

カ ル な知を使 っ て 洪水

対棄 （川 とか か わ る こ と）が で きる が ，川 が 「空間」化す る こ とに よ っ て ， ロ
ーカ ル な知を もっ て

川 とか か わ る こ とが で きな くなる恐れがある と考え る こ と もで きるだ ろ う。

　水 は，人間が生 きて い くた め に 必要不可欠な 「資源」 で あ る。そ の こ とに 疑 い は な い
。 しか し

な が ら ， 安全な 水が必要な だけ 手 に 入 れ ば私 た ち は 幸せ に 生活する こ とが で きる か とい うとそ う

で は な さそ うで ある 。 以上 の 研究動向か ら指摘 で きる こ と は，生活の な か で 水や 水環境が価値あ

る 「資源 」 で ある場合に は もち ろ ん，そ うで な い 場合 に も， 私た ち は 水や 水環境とか か わ る こ と

そ の もの に意味を 見出す こ とが ある とい うこ とで ある 。 それは ，地域に 固有な水や水環境とか か

わ る こ と に よ っ て ，私た ち 自身が固有の 存在で ある こ とを確認する こ とが で きる と考え られ るか

らで ある 。

　以上 み て きた よ うに ，環境社会学に お ける水環境研究の 独 自性は ，小 さな生 活世界に お け る水

環境と人び との か かわ りを，生活者の 立場か ら検討し て い る こ と，さ らに，「資源 」 の利用 と い

う目に 見え る か か わ りだけ で な く，「場所 」 との 目に 見 えない か か わ りも重視し て い る こ と，こ

れ ら 2点が挙げ られる 。

　水環境政策立案に あた っ て は，よ りマ ク ロ な観点か ら，
か つ 総合的 に検討がな される こ とに な

る 。 そ うなれば ，
これ ら 2 つ の 観点 と他の観点との 間に 矛盾や 葛藤が生 じ る こ と も予想され る 。

こ こ で 論 じて きた よ うな観点を，い か に政策に反映させ る こ とが で きる の か とい う こ と も， 今後

の環境社会学に 問われて い る とい えよ う。
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注

（1）改正河川法に お い て は ，そ の 目的に 従来の 「治水 」 「利水 」 に 加え て 「河川環境の 整備 と保全 」 が盛

　 り込まれ ， 河川管理計画の 策定 に あた っ て は住民 の 意見を取 り入れる こ とが 明文化 され た 。

（2） 森林 の 資源利用 の 歴史的変遷 を た ど り，流域社会の 隆盛 を論 じて い る 三 井昭二 は ，近世に は 森林と河

　川 は多様な利用が な され る コ モ ン ズで あ り，コ モ ン ズ に 支 え られた 「流域社会 」 が成 り立 っ て い た が，

　 近代以降は 河川政策や高度経済成長に よ っ て 「流域社会」 が解体し，そ れが近年に な っ て 環境や 地域が

　 注 目さ れ る よ うに な っ て ，ふ た た び コ モ ン ズ や 流域が見直され る よ うに な っ た と述 べ て い る （三 井，

　 1997）。

（3） た と えば，菅豊 は ，手賀沼 の 水質汚染 が 全国
一

位 の 記録 を 長期間保持 し 続ける ほ ど ま で に 汚れ て し ま

　 っ た 背景 に は，もち ろ ん ，周辺 に 居住す る人 口増加 が あ る が，人 び とが 手賀沼 か ら 「縁なき者 」 に な っ

　 て い っ た こ と，そ れ に よ っ て 沼 を守る，保全す る意識を減退 させ て い っ た こ と が あ る と指摘 し て い る 。

　 手賀沼 で は ，か つ て は さ ま ざ ま な 自然資源が利用 され て お り，そ の 持続的利用 の た め に 沼の 環境が保全

　 されて い た が
， それ らの 資源 の 使用価値 が 小 さ くな っ て い き，新住民 だ けで な く，資源利用を し て きた

　 旧 住民 ま で もが 「縁 な き者 」 に な っ て い っ た （菅，2001）。

（4）水 辺 とい う不安定 な 空間 で は，多様 な 資源利用がな され て い る こ とが多 く報告 されて い るが，人間に

　 よ るコ ン トロ
ー

ル が 困難で あ り，単一
の 目的か らの 利用 とい う観点か らは 非効率的で ある た め，開発の

　 対象 と な っ て きた 。

（5）嘉 田 は ， 村落空間に おけ る資源利用 の 考察を通 じて 重層的所有観を見出 し，重層的資源利用 の ル
ー

ル

　が，
“
働きか け

”

と
’‘
資源的価値

”

の 2 つ の 要素 の 相互 関係 に よ っ て 決 ま る と論 じて い る。

（6）近年に な っ て，む しろ，こ の ような，主観的なもの の重要性が指摘され る よ うに な っ て きて い る と考

　 えられ る。 た と えば鳥越は，私た ち が身近な 川 と付き合い た い と思 うよ うに な っ た 理由 と し て，20世

　 紀が合理化の 時代で あ il　t 理 に か な っ た もの を肯定す る
一
方で ，さ ま ざま な もの を捨て 続けた が，そ の

　 なか に 貴重な もの が 含 まれ て い た の で は な い か と論 じて い る 。 それ は，伝統に 価値を お い て い た 時代 の

　 産物 と もい え るやす らぎで あ り，そ の よ うな感性 を と もな っ た 関係や 雰囲気 で あ る （鳥越，2006）。

（7）歴史的環境保全をテ
ー

マ とした論文 で は ない が，海外 の 事例研究 で は ，福永真弓が マ ト
ー

ル 川を事例

　 と し た 流域環境保全 の 合意形成 の 議論 に お い て 「場所 」 を分析上 の 鍵概念 と して 議論 を 展開 し て い る

　 （福永，2010）。

（8）内山は，こ の よ うな 互い に 結ばれな が ら相互 に 影響を与え合 っ て 存在 して い る こ とを 「交通 」 と定義

　 す る、私 た ち 人間 は 技を 用 い て 自然 との 間 に 「交通」 をつ く り，自然を発見 し て い くが，技 は経験 を 通

　 して 蓄積 して い くもの で あ り，個人 の 歴史と地域の 歴史とを 内包 し て い る 。 し た が っ て ，自然 は，歴史

　 や記憶 を 内部に もつ 技の 継承 に よ っ て み つ け だ さ れ る もの で あ り，ロ
ー

カ ル 性 を 離れ る こ とが で きな い

　 と論 じ て い る （内山，2001）。

（9） こ の よ うな マ イ ナ
ー・サ ブ シ ス テ ン ス の 特徴 は

，
メ ジ ャ

ー・サ プ シ ス テ ン ス と質的 に 大きく異 な っ て

　 お り，その 違 い とは ，メ ジ ャ
ー・サ ブ シ ス テ ン ス は ，機械化 と技術改良が積極的に お こ な わ れた こ とに

　 よ り，自然の こ まや か な変化 と人びとの 交渉が な くな っ て し ま っ た 点 で あ る （松井，1998）。 ち な み に ，

　 マ イ ナ
ー・サ ブ シ ス テ ン ス を 論 じ る研 究蓄 積 の な か で も，水 辺 で お こ な わ れ る マ イ ナ

ー・
サ ブ シ ス テ ン

　 ス の 事例報告は 多い 。 松村正治は，竹富島と小浜島の 事例研究の な か で，陸と海の マ イ ナ
ー・

サ ブ シ ス

　 テ ン ス を 取 り上 げ，「土 地 の 多元 的 ポ テ ン シ † ル 」 とい う観点か ら，海 の マ イ ナ
ー・サ ブ シ ス テ ン ス に

　 注目し て い る。農業 を メ ジ ャ
ー・サ ブ シ ス テ ン ス と して きた 島 の 人 び とが，陸 で は 土地 の 効率的利用の

　 必要性 に 迫 ら れ ，

一
元 的価値判断 の もとで 土地 を 改変し ，

「土地 の 多元 的ポ テ ン シ ャ ル 」 を縮小 さ せ て

　 い っ た の に 対 して，海 で は 陸 と比 較 して 「土 地 の 多元 的 ポ テ ン シ ャ ル 」 が 縮 小 さ れ ず に 済 ん で お り，マ

　 イ ナ
ー・

サ ブ シ ス テ ン ス を 通 じた多様な か か わ りが保持され て い る とい う （松村，2002）。

（10） な ぜ，い ま，こ の よ うな こ とが 問題 に な っ て きた の か とい うこ と に は 社会経済的条件 の 変化 が あ る
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だ ろ う。
こ の こ とを 考える 手が か り と し て，マ イナ ー・サ ブ シ ス テ ン ス が 2 つ の 異 な る社会経済的条件

下で お こ なわれ る とい う松井の 指摘がた い へ ん参考 に な る。1つ は，第
一

次産業の 機械化が不 十分で ，

生産物の 換金 も部分的 で あ る場合，もう 1つ は，第一次産業の 近代化が 十分に お こ な わ れた後で あ る 。

こ れらの 2 つ の 様相で は ，マ イ ナ
ー・サ ブシ ス テ ン ス の もつ 意味も別の もの と な っ て い る と い う （松井，

2004）。

文 献

秋山道雄，2012，r環境用水 の 成立 と展開方向 」 秋山道雄 ・澤井健二 ・三 野徹編 r環境用 水
一

そ の 成立

　条件 と持続可能性』技報堂出版．

荒川康，2004，「自然環境 を め ぐる 問題 の 位相　　栃木県市貝町多 田羅沼を 事例 と し て 」 r環境社会学研

　 究』 10 ：75−88，

福永真弓，2010，『多声性 の 環境倫理 一 サ ケ が 生 まれ 帰 る流域 の 正 統性の ゆ くえ 』 ハ ーベ ス ト社．

原口 弥生，2010，「レ ジ リエ ン ス 概念の 射程一 災害研究に お け る環境社会学的ア プ ロ
ーチ 」 r環境社会学

　 研究』 16 ：19−32．

平井勇介．2008．「ム ラ の ヨ シ 場利用か らみ た空間管理
一 茨城県か す み が うら市崎浜集落を事例に し て 」

　 r村落社会研究 ジ ャ
ー

ナ ル 』 14（2）： 28−37．

堀川 三 郎，1998，「歴 史的環境保存 と地域再 生 一 町 並 み 保存 に お け る r場所性 』 の 争点化 」 舩橋晴俊 ・

　飯島伸子編 r講座社会学 12 環境』 東京大学 出版会，103−132．

　　　　，2000，「運河保存と観光開発一 小樽に お け る都市 の 思想」 片桐新自編 rシ リーズ環境社会学

　3 歴史的環境の 社会学』新曜社，107−129．

保屋野初子，2010，「恩恵 と災害 リ ス ク を 包括す る 住民主 体 の 流域管理 に 向けて
一

砥川流域協議会の 事

　例か ら 」 r環境社会学研究』 16 ： 154−168．

池上 甲
一，1996，「市民 コ モ ン ズ と して の 溜池の 意味論 」 r年報 村落社会研究』 32 ： 31−67．

嘉 田 由紀子 ，
1997

，
「生活実践 か らつ むぎ出さ れ る重層的所有観

一
余呉湖周辺 の 共右資源 の 利用 と所有 」

　 r環境社会学研究』 3 ：72−85．

　　　　，2003，「琵 琶 湖 ・淀川流域の 水 政 策の 100年と 21世紀の 課題 一 新た な 『公 共性』 の 創出を め

　 ぐっ て 」 嘉田 由紀子編 『水を め ぐる 人 と自然
一

日本と世界の 現場 か ら』有斐閣，111−145，

鎌 田 さ やか ・池上 甲
一，2001，「都市化地域 に お ける 農業用溜池 の 整備 と住民参加 一 大阪府熊取 町 の 事

　例 よ り」 『水資源 ・環境研究』 14 ： 10−20，

金子祥之，2012，「む らの 領土管理 に み る 災害文化活用 の 論理
一

利根川下流域 の 新 田 村落 を 対象と し て 」

　 r村落社会研 究 ジ ャ
ーナ ル 』 19（1）： 13−24．

片桐新 自，2000，「港町の 活性化と保存
一

鞆 の 浦を対象 として 」 片桐新 自編 r歴史的環境 の 社会学』新

　曜社，80−105．

黒 田暁，2009，「生 業 と半栽培
一

河 口 域 の ヨ シ 原 は 何 に よ っ て維持 され て ぎた か 」 宮内泰介編 『半栽培

　 の 環甓社会学
一

こ れ か らの 人 と 自然』 昭和堂，71−93，

黒田暁 ・西城戸誠 ・舩戸修
一
，2012，「農業用水 の

“
環境用水

”
化 に 見 る 資源管理 の 編成可 能性

一 東京

　都 日野市 の 都市 に お け る農業用水 路 の 存続を め ぐっ て 」 r環境社会学研究』 18 ： 126−140．

牧野厚史．2009，「半栽培か ら住民参加ヘ
ー 琵琶湖の ヨ シをめ ぐる 住民活動か ら」宮内泰介編 r半栽培

　 の 環境社会学　　 こ れ か らの 人 と 自然』 昭 和 堂 ，227−247．

松井健，1998，「マ イ ナ
ー・サ ブ シ ス テ ン ス の 世界一 民俗世界に お け る労働 ・自然 ・身体 」篠原徹編

　 r現代民俗学 の 視点 1 民族 の 技術』 朝倉書店，247−268．

　　　　，2004，「マ イ ナ
ー・サ ブ シ ス テ ン ス と 日常生活一

あ る い は，方法と して の マ イ ナ ー・サ ブ シ

　 ス テ ン ス 論 」 大塚柳太郎 ・篠原徹 ・松井健編 r島の 生活世界と開発 4 生活世界か ら見 る新た な 人間
一

182

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

研 究動向

　環境系』 東京大学出版会，61−84．

松村正治，2002，「竹富島と小浜島の 比較環境史一 町 並 み保存運動 と リ ゾート誘致 へ の 序 曲」松井健編

　r開発 と環境 の 文化学
一

沖縄 地 域社会変動 の 諸契機』 榕樹書林，115−164．

三 井昭 二 ，1997，「森林か らみる コ モ ン ズ と流域一
そ の 歴 史と現代的展望 」 r環境社会学研究』 3 ：33−

　 46．

森久聡，2005，「地 域社会の 紐帯 と歴史的環境
一

鞆港保存運動 に お け る 〈保存す る根拠〉と 〈保存の た

　め の 戦略〉」 r環境社会学研究』11 ：145−159．

中川千草，2008
，

「浜を rモ リ （守 り）』 す る 」 山泰幸
・
川 田牧人

・古川 彰編 r環境民俗学一 新しい フ ィ

　
ー

ル ド学 へ 』 昭和堂，80−99，

西城戸誠，2012，「水辺 を め ぐる ま ち づ くり と学校教育
一

京都市伏見区 ・濠川を事例 とし て 」 小島聡 ・

　西 城 戸 誠編 r人 間環境 学 叢書 1 フ ィ
ール ドか ら考 え る地 域環境　　持続 可 能 な地域社会を め ざ し て 』

　 ミネ ル ヴァ 書房，62−82．

野 田 浩資 ，
1999，「住民 が つ くる 農村景観

一
滋賀県甲良町の ま ちづ く り 」 鬼頭 秀

一
編 r講座人間 と環境

　 12 環境の 豊か さを もとめ て
一

理念 と運動』 昭和堂，192−207，

帯谷博明，2004，『ダ ム 建設を め ぐる環境運動と地域再生一 対立と協働 の ダイ ナ ミズ ム 』 昭和堂．

関礼子 ，
1997，「自然保護運動 に お け る r自然』

一 織田 が 浜 埋 立 反 対 運 動 を 通 して 」 r社会学評 論 』 47

　 （4）　：461−475．

　　　　，2003，「生業活動 と rか か わ りの 自然空間』
一

曖昧 で 不 安定 な 河川空 間を め ぐっ て 」 r国立 歴

　 史民俗博物館研究報告』 105 ： 57−87．

　　　　，2005．「暮ら し の中の 川
一

阿賀野川流域千唐仁の 生活文化 とそ の変容」 r国立歴史民俗博物館

　研究報告 』 123：35−48．

菅豊，2001，「コ モ ン ズ と し て の r水辺』
一 手賀沼 の環境史」井上真 ・宮内泰介編 rシ リーズ環境社会学

　 2 コ モ ン ズ の 社会学
一

森 ・川 ・海の 資源 共 同管理 を 考 え る』 新曜 社，96−119．

田 中滋，1997，「河川環境事業と して の r多自然型川づ くり』
− 1970年代以降に お け る建設省 ・

河川環

　境行政史」 『環境社会学研究』 3 ：58−71．

　　　　，2001，「河 川 行政 と環境問 題
一

行政 に よ る 〈公共性 の 独 占〉 とそ の 対抗運動 」 舩橋晴俊編

　 r講座環境社会学 2 加害 ・被害と解決過程』有斐閣，117−143．

鳥越晧之，2006。「里 川を 求め る 思想
一 川 とつ きあ い た い 理 由」 鳥越晧之 ・嘉田 由紀子 ・陣内秀信 ・沖

　大幹編 r里川 の 可能性
一

利水 ・治水 ・守水 を共有す る』新曜社，215−225．

　　　　 ， 2012， r水 と日本人』 岩波書店、

鳥越晧之 ・嘉 田 由紀子編 1984，r水 と人 の 環境史
一

琵琶湖報告書 』 御茶 の 水書房

内山節，2001，rr自然と労働』 につ い て の 方法 の 問題　　群馬県上野村を とお して 」 r国立歴史民俗博物

　 館研究報告』 87 ：17−33，

脇田健
一
，2001，rr体験と記憶』 の な か に あ る r場所』

− r弱い 語 り』 を 支える調査 」 r社会学年報』

　 30 ： 61−79．

家中茂，2001，r石 垣 島白保 の イ ノ
ー一 新石 垣 空港建設計画を め ぐ っ て 」 井上 真 ・宮内泰介編 『シ リ

ー

　 ズ環境社会学 2 コ モ ン ズ の 社会学
一

森 ・川 ・海の 資源共同管理を考える 』 新曜社，120−141．

　　　　，2002，「生成す る コ モ ン ズ 　　環境社会学 に お け る コ モ ン ズ論 の 展開」 松井健編 r開発 と環境

　 の 文化学
一

沖縄地域社会変動の 諸契機 』 榕樹書林，81−112．

（か わ た ・み き）

183

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


