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　か つ て 情報 化社会は，多くの 社会問題が解 決され るユ ー
トピ ア として 夢想 された．しか し今 日 で

は ， 情報化技術が多 くの 利便性を人間社会 に もた らす こ とは明 らか で ある に も関わ らず，社会間題

がそれ に よ っ て 解決 され るわ けで はな い こ ともまた明 らかにな りつ つ ある．なぜ情報化社会 は社会

問題を解決で きなか っ た の だろ うか ．本稿で は社会問題の
一

つ とし て 環境問題を取 り上 げ，情報化

社会 と環境問題 との 関係 に 焦点を 当て る こ とに よ っ て
，
こ の 間 に答えるた め の 予備的な考察 を行う．

環境問題に関する これまで の 考察を再検討する こ とに よ っ て 見えて くる の は，日本 の 環境社会学研

究 に お い て は意外な こ とに 環境問題 を め ぐる原 因論的な議論 に 重きが置かれ て こ なか っ た とい う事

実で あ る．そ こ で 原 因論的観点か ら先行研究を整理 する 過程で ， 環境保 護運動 の 担い 手 の 自己定義

に，情報化社会 と社会問題解決 との 間 の 問題 を解 く鍵 が あ るとい う見通 しが得 られた．
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1　 「情報化社会論」 再 考の 試み に つ い て

　1960年代，マ クル
ー一

ハ ン は情報化社会が もた らす明

る い 見通 しの ひ とつ と し て ， 環境問題や紛争 ・戦争の

超克 を語 り，イ ン グ ル ハ
ー

トは脱物質主義社会の 到来

を予言 した．

　 しか し21世紀を迎 えた現在，彼らの 言葉を文字通 り

に受け取る者は い ない ．一一部 の 環境問題 ・公害問題に

お い て は改善に 向けた前進 が見 られ るもの の
1）
，地球

全体 で は む し ろ 環境破壊は 進行 し て お り
m
，い わ ゆ る

地球環 境問題 は 深刻化 して い る こ と
ll＞

， 戦争
・
紛争 も

米 ソ 間 の 対立か ら分散化 した紛争
η

へ と形 こ そ変わ っ

たもの の ， 紛争の頻発 とそれ に伴 う殺戮が少 し も減少

して い な い とい う事実が ， 広 く認識され て い る か らで

あ る．

　さらに 今日 ， 特に未成年者が 加害者もしくは被害者

として 関わる殺人 をは じめ とす る凶悪犯 罪 に お い て，

イ ン ターネ ッ トの コ ン テ ン ツ が加害者となっ た人物 の

発達に影響を与 えた の ではな い か との 疑 い や，犯罪 の

発生をイ ン タ ーネ ッ トが 介在 した 例 に注 目が 集 ま っ て

お り，「情報 化社会 」 が必ず し もバ ラ 色 の 未来 （現在）

を もた らさな か っ た とい う失 望感 が ， 我 々 を取 り巻 い

て い る よ うに思われ る．

　本稿 で は．E記 の 相互 に 関連する で あろ う問題系 の う

ち ， 情報化社会 と環境問題 と を結ぶ 関係性 に焦点 を当
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て ，二 つ の 現象 の 間に配置すべ きで あ ると考え られ る

い くつ か の 現象 を指摘 した上 で，それ らの 現象を論 じ

る際の 諸論点を整理 し ， 最後 に それ ら諸論点を統合的

に論じ る た め の 視点の 提出を 目指す．こ の 視点は，社

会学理論 に お い て ミク ロ 理論
’
と呼ばれ る方法論 に 分類

され，本稿で は 焦 点を当 て られな い 残された問題系に

つ い て も有意味で ある こ とが期待 され る．

　尚本稿は ， 知識社会学的 な観点か ら情報化社会 と

環 境問題 との 関係 に つ い て 考察 し よ うとする こ とを目

指 して お り， こ の 考察にお い て 「社会的事実」 を分析

す る こ との み に 焦 点を当て て い る．環境問題や情報化

社会を 理 解し よ うとする際 ， 物質的な因果関係に 関す

る知識や 自然科学，技術 に 関す る知見が時に有用 で あ

る こ とは論を待た な い が ， それ らは 筆者の 専門 とする

と こ ろ で はな く本稿 の 目的 に とっ て 本 質的 で もな い の

で ，考察 の 外 に 置 くこ ととす る．

2　 情報 化社会 一環境 問題の 関係性 に 関する先行

　　研 究 に つ い て

　ともに 現代社会 の 特徴 を為す端的な現象と し て 取 り

．ヒげ られる こ との 多 い情報化 と環境問題 とは，互 い に

どの よ うに 関連 し て い る の だろ うか ．情報化が，個人

や集団 の 精神活動 に 関る，人 工 と し て の 人間文化 の 中

心 付近 で 起 こ る現象で あ る の に対し て，環境問題は 人

間文化が ， そ の シ ス テ ム の 最周縁 で あ る自然環境 との

接点で 起 こ す現象で あ る とする と， こ の 大きな距離の

問 に ，どの よ うな現象が配置 され て い るの だ ろ うか ．

　情報化社会 と環境 問題 との 関係 を取 り上 げた研究は

既 に い くつ か ある．そ の ひ とつ の あ り方 は，藤前干潟

における保全運動を対象 と して松浦 （1999）が 行 っ た

分析 に 見られ る．松浦は こ の 中で 情報 化 に よっ て 環境

運動が受けた影響 として ，イ ン タ
ー

ネ ッ トの もっ 情報

伝達速度 ， 空間を超 えた コ ミ ュ ニ テ ィ を現 出 され る力，

即時 に双方 的 な 情報伝達 が で き る こ とな どの 利点 と，

それ に よ り運動が初期の動員上 ， さら に ア ピ
ー

ル の 提

示な どに お い て 被 る効果 な ど，具体的 な 関係性 の 様態

を明 らか に した．ただ し，こ の よ うな視点にお い て は，

情報化がイ ン タ
ー

ネ ッ トな ど技術の 普及 とそ れ に よ っ

て もた らされ た利便性に よ っ て 定義 され て い る こ とに

より，情報化が もた らした 広範な社会的影響 の 全体は

射程に 収め られな い ．

　もう
一方の極 に は，見 田宗介の 『現代社会の 理 論』

に見 られる よ うに ， 情報化社会 に おける文化が環境破

壊とどの よ うに 関係 して い る か を現代社会論 と して 包

括的 に 考察す る 視点 が あ る
5）
．見 田 の 論考で は ， 情報

化社会が必然的 に 消費社会 で あ り，高度情報化社会 で

ある 「先進 国」 の 奢侈的行動様式 の 結果 として ， 環境

問題に お ける 「南北問題」 が生み出 される こ とが描か

れる．こ の 視点 に よっ て ，一
方 で は情報化社会 と環境

問題 との 間 の 因果的な関係 に 意識を向ける こ とが可能

とな る が，他方 で は 文化的潮流 の 特徴 に つ い て の 考察

と い う方法が採 られ て い る こ とに伴 う限界もあ る．そ

れは，消費行動以外 の 人間 の 行動，特 に 環境問題 を解

決 し よ う とす る行動の側に は ， 光が 当て られ な い か ，

ある い は，それす らも 「消費行動」 の 範畴に回収 され

て しま うよ うに 見える ， とい う点で ある．文化的潮流

に つ い て の 考察は概 して ，それを
一枚岩の ひ とつ の 本

質を もつ もの と し て 扱 う， あ る い は そ うし た もの が

ある と前提す る こ とに つ なが りやす く， 従 っ て 容易に

ト
ート ロ ジ ーに 陥 る 危険が つ きま と う． トー トロ ジー

に 陥 っ て しまえば，日頃私 たちに見えて い る社会に包

含され る，情報化 と環境問題 に 関する様々 な 現象 の ，

相互 に 関連 し矛盾 し合 う全体 を解釈す る 口∫能性は最初

か ら失われ て し ま う．

　現在 ，情報化社会 ・グ ロ ーバ ル 化社会 に つ い て の 包

括的な議論の 中 に は ，
マ ス メ デ ィ ア の 発達 に対す るブ

ル デ ュ
ー

の 鋭 い 批判やチ ョ ム ス キ ーに よ る グ ロ
ーバ リ

ズ ム 批 判等 ， 危機意識に 満 ちた現状認識 と，高 田 らが

口 本 に 紹介 した ア メ リカ に お ける 「地 球市民的良心 」

に つ い て の 議論や金子郁容 らの リナ ッ ク ス ・モ デ ル

に 基 づ い た コ ミ ュ ニ テ ィ
・ソ リ ュ

ー
シ ョ ン 論，さらに

末端の 無名なエ ン ドユ ーザーに よ る市民社会の 創出可

能性 を論 じ る Web2 ．0論等 の 楽 観論 とが並 立 し て お り，

両者は 奇妙な ほ ど の 対照を見せ て い る．こ うした批判

的なある い は悲観的な認識 と楽観論 とに一二分 され た思

想状 況は，我々 が 未 だ情報 化 が 社会に 与えた 影響 の

全体像 を捉 え切れ て い な い こ とを示 して い ると思われ

る ．

　今 日 の 高 度情報化 は，言 うま で もな く我 々 がか っ

て 経験 し た こ と の ない 現象で あ り ， こ れ に対する 認識

が充分に熟 して い ない こ とは，驚 くに値 しない の か も

しれ な い ．我 々 は こ れ まで ， 基本的 に は衣食住 に 関わ

る物質 的な充足や配分をめ ぐ っ て 議論 して きた の で あ

り ， 情報化 とい う， 物質的な技術に よ っ て もた らされ

な が ら尚そ の もた らす結果 を眼に見 え る 形 で 確認 で き

な い新規の現象を前に ， しば し混乱する の も当然な の

か も しれ な い ．仮 に 我 々 が， こ の 新 しい 現象を論 じる

た め の
一

定 の 基浩 参照点さえ携えて い れば ， 時間は
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か か るに せ よ，早晩我 々 の 議論 は そ れ な りの 収束点 に

向か うはずで ある．しか し，現在我 々 は，か っ て 「社

会主義」
・「近代 」

・「民 主主義 」 が 果 た し た参照点 と し

て の 役割を果 たす新 たな基準 をもて な い で い る．

　 もちろ ん今挙げた か つ て の 参照点が 今とな っ て は 充

分に機能し得な い こ とは ， 環 境問題を前に し た時に は

さらに 明 らか で ある．か つ て の 参照点 の 主要 な関心事

が 人 闇社会内部に あっ た の に対、し ， 環 境問題は 人間社

会 と白然環境 との 接点 に お い て 発生す る点 で 根本的 に

新 しい か らで ある．こ の 事情は ， 近代 の 発展 と平行 し

て 展開され て きた 「反近代」 思想 に お い て もあま り変

わ らな い よ うに思われる．西 欧近代 を批判する思想に

は ， し ば しば 「キ リス ト教思 想 の 自然に 対す る傲慢 さ」

や 「西 欧近代技術 が 本質的 に 戦争遂行 の た め の 文化 で

．ある こ と」 を指摘 し ， 仏教 ・儒教そ の他の 東洋思 想や

ネイ テ ィ ブア メ リカ ン やネイ テ ィ ブオ
ー

ス トラ リア ン

の 思想 ， 口本の 「生業」 や 「里山」 を取 り巻 い て い た

はず の 失われ つ つ あ る生 活様式， ヨ
ー

ロ ッ パ も含め各

地 の少数民族た ちの 間に 受け継がれ て い る文化 ， は た

またギ リシ ャ 文明やグノ
ーシ ス 思想等，非西欧近代 文

化に基準点を見出そ うとする傾向がある．しか し例え

ば ， 60年代 の カ ウ ン タ
ー

カル チ ャ
ー

の 中で 当時 の 思 想

家 た ち が ユ ートピ ア を見出そ う と した 中岡は ， 今や 最

も深刻 な自然破壊 と地球環境 問題 の 深刻化 に貢献 して

い る 国 で あ り， 非キ リ ス ト教圏で も環境破壊が 起 こ る

こ とは 自明であ る し，日本 の か つ て の 農村 の 生活様 式

やそ の 他 「ネイ テ ィ ブ 」 な文化が ， 環境共生 的な新

しい 文化 を創造す る上 で 重要 な知見 を提供 して くれ た

り， イ メージの 上 で モ デ ル となる こ とがあ っ た と し て

も，それ らの 文化を現在 の 地球 上 の す べ て の 人類 が 取

り入 れ た とし て ， それが環境問題の解決 に は何ら寄与

しな い こ とは明 らか で ある．例えば，人類 の すべ て が

薪を集め た ら．狩猟を した ら．どん な に 自然 の 恵み に

敬意 と感謝 とを い だ い て い た とこ ろで ，我 々 はす ぐに

すべ て を使い 果た し て しまうに違い ない ．環境問題を

どの よ うに 乗 り越 え得 るか とい う問題設定は，こ れ ま

で の分裂 し対立する様 々 な方策 ， 思想 ， 議論の倉庫を

一
旦す べ て ひ っ く り返すこ とを，我 々 に要求して い る

の で あ る．

　 こ う した問題 の 全体 に つ い て，極め て 限 られ た能 力

しか な い 筆者が 考察 し よ う とす る こ とは 滑稽な 悲劇 を

招 くだ けで あろ う．筆者 に とっ て 課題 とな りうる の は ，

まず ， こ れま で の 環 境社会学や環境問題 に 関す る社会

学的な論考を ， 現代社会論 と して ， あ る い は祉会批判

の 視点 か ら， 再検討する こ とで あ る．こ の 作業を行 う

ためには，本 来，作業 に先立 っ て 現代社会 の諸状況を

記述す る た め の 観測点 が 必 要 とな る が ， 前述 の 通 り現

状 の 社会 の 中に 予 め価値的な準拠点をお くこ とは で き

ない し，例えば 「市民運動先進国 ア メリカ」 や 「エ コ

ロ ジー先進 国 ドイ ツ 」 も疑い の 俎 上 に 載せ る こ とが 可

能 で あるよ うに されな ければな らな い ．今後 の 論考 に

お い て こ の 問題を現代社会 の 現象か ら距 離を置 い た，

「個 人 の 主体性 」の 理念的な概念を検 討す る作業に よ っ

て 解 決する こ とを目指すが ， 本報告 で はそ こ に 至 る こ

とが で きな い ．そ こ で ， こ こ で は暫定的 に 以下 の こ と

を確認 して 作業 を進める こ ととす る．

　即 ち，情報化の 個人 に 与 え る影響が，利便性 に は

限 られず，人 々 の 日 常生 活 に背景 と し て 入 り込む価値

観や ， 感情の あ りか た に ま で 至 る ， 精神生活 の 細 か な

部分 に 渡 る こ とはあ らか じ め 充分 予 想 され る こ とで あ

る．また ， 人 々 が 環境問題 とい う新 しい 課題に対 して

ど の よ うに 行為す るか も，それが表面的 に は 物質代謝

に 関るもの
， 経済活動や消費活動等 ， 物質的なもの で

あ っ て も，ひ とつ ひ とつ の 行為 の 行われ る時点 で は，

価値観や精神生活を通 して それ らが 行われる こ とは明

らか で あ る．こ うし た い わゆ る ミク ロ な視点に 焦点を

あ わ せ る こ と こ そ ， こ こ で は 不可欠 で あ る と思われ る．

そ こ で方法 と して ，P バ ー
ガ

ー
に よる知 識社会学や，　A、

メ ル ッ チ に よ る 臨床心 理 学 の 知見を採 り入れ た 方法 を

参考 に しなが ら，こ こ で の 考察 を進め て い くこ ととす

る．意図する と こ ろ は ，
バ ーガーやメ ル ッ チ の 方法を

こ こ で の 考察 に 援用す る，とい うこ とで あ っ て ， 知識

社会学や臨床的社会学 の 理 論自体の 検討で は ない ．

　以 上 の 方 針 に よ っ て 論 考が 進 め られれ ば将来 的 に

は，情報化社会が環境問題を克服する こ とが 口∫能だ と

すれば，それ は 目本 に お い て どの 辺 りの 方向 に お い て

な の か を指摘する など ， 具体的な問題解決に 関わ る論

点 を論 じ る こ とが で きるよ うに なる は ずで ある．

3　 日本 に おける環境社会学 と社会運動論の 関係

　　 に つ いて

3 − 1　 環境社会 学 に見出 され る環境 破壊 原 因論 の

ヴァ リエ イ シ ョ ン

　 ロ本 に お い て 出版 され て い る環境社会学 の テ キ ス ト

を
一瞥すれ ば明 らか な よ うに ， こ れ ま で 日本 の 環境社

会学史は ，研究対象別 （公害か歴史的文 化的環境か，等）

や方法論別 （運動論 か 地域社会学 か ， 等） に 整 理 され

て き た
6｝．しか し各 々 の 論考の 内容を現代社会論 と し
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て 読 もうとする な ら，そ こ に は環境 問題 の 原 因を何 に

求め るか に 関する異な る見解の ある こ とに 気付か され

る．こ の 「環境問題 の 原因を何 に 求め て い るか 」 とい

う視点 を こ こ で 「原因論 的視 点 」 と呼ぶ こ とにする．

こ の 「原 因論的視点 」 の 長 所 は こ れ に よ り，環境問題

の 発生に関する論考 の 整理に留ま らず，解 決 の 可能性

を ど こ に 見出す か に 関す る 論考 の 整 理 に も理 論的 に 接

続 で きる点にある．

　原因論 的視点 に 立 っ て ， 日本 の 主な環境社会学理論

を整理す るな ら， 次 の 二 つ に 大き く分類 され る こ とが

わ か る．そ れ は ， （1）西洋近代批判の ヴァ リエ イ シ ョ

ン と し て の 環境破壊原 因論群 と，（2 ）人間 文化 に つ

い て の 悲劇的理解群 ， との 二 つ で ある．

　前者 の （1） 西洋 近 代批 判 の ヴァ リエ イ シ ョ ン と

して の 環 境破壊原因論群に 含まれる の は ，   都市化 に

原 因を求め る もの （例 えば長谷川 公 一），  グ ロ ーバ

ル 化ある い は 「つ なが りの 切 断」 に 原因を求め る もの

（例 えば鬼頭秀
一），  資 本主義に 原 因を求 め るもの ，

したが っ て 最 もマ ル ク ス 主義的な視点 （例えば飯島伸

子），  官主導型 政治 ある い は テ ク ノ クラ
ー

ト的調整

に 原 因を求 め る もの （例 えば 舩橋晴俊 ， 梶 田孝道），

  科学技術 ， あ る い は科学技術万能主義に原因を求 め

る もの ，  人間特例主義 ・人 間 中心 主義 に 原 因 を 求 め

る もの．これ は もともとア メ リカにお い て 環境社会学

が成立す る際 に 主 張 された視点 で ある，  キ リ ス ト教

思想の 「人 聞 に よ る動物や 自然 の 支配」 とい う観念に

原因を求める視点．こ れは も ともと ヨ
ー

ロ ッ パ に お け

る反近代 思想の 中で 受け継 が れ て きた視点 で ある， 

合理主義 ある い は道具的理性 に 原因を求める視点．例

え ぱ ， フ ラ ン ク フ ル ト学派 の 論考 な ど．既 に 明 らか

な よ うに，以上 の うち  か ら  ま で はかな りの程度 目

本 の 社会学研究 の オ リジ ナ リテ ィ が 見 られ る視点 で あ

り，これ に 対 し  か ら  ま で は ア メ リカ も し くは ヨー

ロ ッ パ の 社会学研究に 源流を もっ て い る．

　 これ ら原 因論群 に対応 して ，   地方都市に お ける社

会的な し くみ に 問題解決の モ デル を見出す，  自然環

境や他者 との つ なが りに よっ て 成 り立 っ て い た農業や

狩猟を生業 とする人々 ，漁業者 らによるグ ロ ーバ ル 化

以前 の 農村 で の 暮 ら し に 問題解 決 の モ デ ル を見出す ，

  資本主義 と対立するもの と し て の 生活者 ・公 害被害

者の 視点 に 問題解決 の 視座 を見 出す  テ ク ノ ク ラ
ー

ト

と相補的 な対立関係に 立 つ 住民 とが つ くりだす社会 シ

ス テ ム に問題解決の 可能性 を見出そ うとする 「被害構

造論」 等 が ， また ，   か ら  に 関し て は ， そ の 議論の

詳細 に応 じて ，先住民
・
女性

・
東洋等に各 々 問題解 決

の 糸卩 を見出そ うとする議論が対応する．また，  に

対応する の は ， 情緒的 ・感性的 ・美的な文化や行動に

期待 とい うこ とにな る．

　後者 の （2 ）人間文化 に つ い て の 悲劇的理解群とは ，

西欧近代文 明 の み に原因を求 める の で はな くて，人間

の 文 化 は そ もそ も自然 環 境 と対立 す る 形 で 成立 し た ，

とい う思想 に基 づ く環境社会 学研 究であ る．例えぼ ，

フ ロ イ トの 影響を受け，
「人間は本能 の 壊れ た 動物 で

ある」と考 えた A，ゲー
レ ン の 論考 に 基づ く研究や ，

「入

開に お ける自然 の 回復とは ， む し ろ 人間 の 野蛮化 で あ

る 」 とす る E．ホ ッ フ ァ
ー

の 思想 に 基 づ く論 考が こ れ

に 当た る．こ れ らに 対応する問題解決策は，「人 間は

理 性を もっ た こ とで ，自然環 境に動物 と同様に 属す こ

とは で きなくな っ たが ， しか し なお人間の物質 ・生 態

系依存性は超え られな い ．従 っ て 生 存の 為 に は 理性 に

よ り自己 と自分た ちが 作 り出す社会を制御 して い く以

外な い とする発想があたる こ とに なる．

　 つ ま り現代社会に お い て適切 で 可能な 「制御1 の あ

り方を問 う論考や，管理 の 現 実的な担 い 手 に 関する考

察 ， さ らに A ．メ ル ッ チ らの い う 「反省性 17
｝

の 展 開

可能性 に問題解決 の 端緒を見 出そ うとす る考察，ある

い は，現代社会 の 問 題 を ， 反 省性 の 可 能性 が 開 か れ て

い るに も関 らず，同時にそれ を機能不全 に陥 らせ る構

造がある と考 え ， そ の構造 の解明 を 目指す研究方法 は ，

こ こ に分類 される べ き で ある．従 っ て ，海野 に よる数

理社会学的 リサイ クル 行動研 究，中 田 実 の 地域共同管

理論，鳥越皓之 の 生活環境主義等 ， 通常
一

っ の 括 りに

分類 され る こ との な い 論考群が こ こ で は 同じ分類とな

る．

　ただ し ， 上 の 区別に研究者の個人名を付記し た の は ，

分類 上 の 便 宜 の 為 で ある．実 際 に は多 くの 研究者 の 業

績に お い て ， 複数の 理論構成が含まれ て い る ．

3 − 2　環境問題を考え る上 で の近代批判に つ い て

　で は， 3 − 1 で 分類 し た方法論 の 包括的現代社会 論

と し て の 利点 の 評価 に論を進 め て み よ う．

　環境問題論考における近代批判で は，しば しば 厂近

代 」 に 対置 され る暗黙の 原理 と し て ， 今 日 の 「里 山 」

を め ぐる 議論に 代表 される よ うな 「幸福な 自然 との

共存状態 」 が 言及 され る．こ れ の もつ 説得 力 は，か つ

て わ が 国 に おける マ ル ク ス 主義思想の 受容にあたρ て

「原始共同体 」が果た し た役割 を想起 させ る．そ こ に は ，

「か つ て は あ っ た の だが今は 失われて しま っ た大事 な
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情 報 化社 会 と環 境 問題 との 関係 に 関す る 知識社 会学 的論 点整理 の 為の 予 備的考察 　 1

もの 」 へ の 強烈な郷愁だ けが もっ
， 情緒的な説得力が

ある．　　　　　　
’

　 こ れ に対 して ， 日本 の 環境社会学会や環 境問題 に関

す る論考 に お い て ， 近代 に 可能性 を見出そ うとする 「市

民派 」 は 傍流 で ある．鬼頭の 論考に見 られ る通 り，明

らか な 市民待望論批 判もある．しか し 実 の と こ ろ ， 日

本 の 社会学 の 経験的研究 に お ける 「市民」の 定義 に は，

それが 居住する地域に よっ て定義される の か ， ある い

は い わ ゆ るア ソ シ エ ーシ ョ ン ，企業や，NPOINGO 　＄，

彼 らが作 る ， ある い は所属
・
準拠する組織 に よっ て 定

義 され る の か ， それ以外の 質 的な定義に よる の か ， 明

確な定義 は殆 ど見 られ な い ままに な っ て い る．例 え

ば ， 都市部 に 居住す る人 々 を 「市民 」 と呼ぶ ， ある い

は，都市部 に 居住す る人 々 は近代的な 「市民 」 となる

はずで あ り， こ れ に 対し て農村部に住む人 々 は む し ろ

「住民 」 と呼 ぶ べ き で あ る，とい っ た使 い 分 けが 似 田

貝らの調査 で は見られ る．こ こ に は ，日本の社会学 に

と っ て ，
「市民 」 とい う観念が経験的 な調査 を導 く概

念として使えるほ どには熟 し て い ない とい う事実が 見

出 され る．また ， こ う し た こ と の 結果，環 境 問 題解 決

の 可能性をど の よ うな主体 に求めるか とい う議論にお

い て，そ れが 「市 民 」 で はあ りえな い とす る 「半無 自

覚な感覚的前提」 が 存在する の で は な い か とい う疑 い

が 起 こ る．

　 とこ ろで 考えて み る まで もな く， 都市に住む人 々 が

市民 で あるか ど うかは，自明で はない ．仮に こ こ で 「市

民」 の 重要な定義と して 民主 主 義的 理 念 の 内在化をお

くとす る と， そ の 条件を満 たす人 々 が ど こ に 多くい る

か は 自明で は あ りえな い ．欧米 か ら輸入 され た 運動論

に お い て 多用 され る 「都市 中間層 」 概念が明確な定義

内容を もち，経験的な調査に も適用 しやすい の に比較

し て ，
「市民 」 概念 は 曖昧 で あ り， に も拘 らず使われ

て きた の で ある．

　なぜ U 本 の 社会学に お い て ， 社会 学 の 主要な タ
ー

ム の
一

つ で あ り理念と し て定義され る べ き概念で あ る

「市民」 に つ い て ， 本来位 相 の 異なる 「住民 」 概念 と

対概念 と して 扱 うよ うなこ とが 起きた のだろ うか．日

本 な ど相対的 に 後進だ っ た国 に お い て （とは い え，「先

進国」 にお い て も近 代化が 郷 里 の 文化に対する脅威で

あ っ た こ とは 疑 い な い の だが）， 近代 化は海 外 ・西 洋

か らの 文化的侵略 と感受される の で ， こ の 「感覚的前

提 」 が抵抗 の 拠点 として の 「国家 」 「民族 」 「郷 里」 意

識 と関係をもつ 可能性は否め ない ．そ の こ とが ， 理 論

とは別 の 次元 の 規範意識 と して 「感覚的前提」 の 強化

理由とな っ て い る可能性 も排除で きな い ．仮にそ う し

た こ とが事実だ とすれば，無 自覚的なまま で は論理的

な議論 の 妨げとなる の で ， い ずれ の 立場 を採るに して

も ， 立論 の 根拠 （「市民 」 の 理念型 と して の 定義を示 す ，

あ る い は，「市 民的社会」 か ら何が守 られ る べ き な の

か 示 す，例えば伝統的生活形態そ の もの が 保護に 値す

る と宦言する等 ， 理論 に外在的な規範がある場合それ

を明示する こ とが 簡潔な方法 で ある）を明ちか にする

必要が あ ろ う．

3 − 3　制御 や 管理 を研究対象と す る 方法論に つ い て

　環境問題解決 の ため の 社会学的論考 の うち，人間 に

よる入間社会 の 制御や管理 を問題とす る立場は ， 汰 間

の 物質 ・生態系依 存性 は大前提 と して 認め つ っ ， 入間

存在 ／人間の文化 ・行動の 牲質を研究対象 とする 等の

方法論 の 選択 に 結 び つ く．こ の 立場 で は，他 の 動 植物

に対する配慮やそ の程度 ・方法は ，「自然的に 」 「本質

的 に 」 ア プ リオ リに 決定 され る の で は な く， 理性的判

断や合意形成過程 を経 て 決定され るもの とされ る．今

日 の 国際会議 に お け る 議論 の 基調 は ， こ ち ら に お か れ

て い る．例えば京都議定書 は ， 人間に よる人間活 動 の

制御 ・管理を 目 的 と し て い る．

　 こ の 方法論は 人間 の 理 性に，問題発生 の 原因 と，そ

の 解決可能性 の 双 方を求め る の で あ るか ら，原理 的 に

「人 闇特例 主義」 で あ る．「人間は動物 の
一

種 で あ る」

と考 える人物が 「人聞は動物 の 中で 優れ た特徴 を もっ

て い る の だ か ら他 の 動物 を支配 した り利用 し た り し て

い るの は 自然 の摂理 で ある」 と考える こ と が 可能で あ

る の と同様 に， 「人間特 例主義 」 者 が 自然 保護運動 に

参加す る こ とは 可能な こ とで ある．18， 19世紀の 臼然

保護思想家に 見 られるよ うに，欧米文化 で は む し ろ後

者の 立場はオーソ ドク ス で あ
』
る．

　た だ し，「西洋近 代批判」 的方法 と 「悲 劇的理解 」

的方法 とは必ずし も二 律背反 で は な い ．例えば制御の

問題 を考え る 上 で ，都市化
・
グ ロ

ーバ ル 化
・
資本主義

・

官主導政治 ・科学技術 （の 管理 ・制御） な どの 論点は

重要で ある．またア プ リオ リな準拠点 として で な く，

制御 シ ス テ ム の モ デル と し て 伝統的生活様式 を参照 す

る こ とも可能で ある．

　各 々 の 方法論が持 つ 説得力を論じ る た め に は ， 現実

社会の 動向が研 究に対 して もっ 強 い 影響 力 も忘れ る こ

とはできな い ．戦後 日本 の 環境問題史 を参照す るな ら，

水俣病な ど四大公 害 の 告発に社会的な強い 抵抗が 伴 っ

た時期 には，市場経済批判 を核 とす る近 代社 会批判
・
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資本主義批判が強 い 説得 力を持 っ たが，80年代以降 に

見 られる よ うに，い わゆ る 「地球環境問題」 が発見さ

れ ，

一般の 人 々 も広義の加害者で ある とい う認識が強

まる と，資本主義批判 の もつ 説得 力は以前と同 じで は

な くな っ た．こ うし た中で ， 現実の 環境保護運動に お

い て ，神奈川県逗子市 の 池子 米軍住宅建設反対運動 の

よ うに ， 労働運動と距離を置 く， ある い は 敵対意識す

らもつ 傾 向が見られ るよ うに な っ た．こ の こ との 背景

に は ，環境問題 の 発生 源 を社会 の 中 の 経済 シ ス テ ム や

資本な ど
一

部分 に 求める こ とはもはや で きな くな っ た

とい う認識 が あ っ た と思われ る．

3 − 4　 環境保護運動参加者の視点か ら 見 た 環境問題

　環 境社会学学会 で は こ れ ま で度々 「誰が環境を守る

の か ？」 とい う問 い が 議論 され て きた ．こ の 問 は，以

上 に 見て きた原 因論 を，運動論 の 文脈 に 翻訳 し た もの

と理 解する こ とが で き る．従 っ て そ こ で は ，地方か都

市か ，
ロ
ー

カル かグ ロ
ーバ ル か ， 西洋か東洋か ， とい っ

た 対立軸に 沿 っ て議論が 行われ て きた ．

　 こ の 同 じ 問 い は，現実 の 運動 の 中で も 「何者 と し て

運動する の か ？」 （運動 し て い る自分た ち は 何者な の

か 〜） とい う問 い と し て 問われ て きた．

　例えば研究者に よる 議論 の 例 と して ， 鬼頭秀
一らに

よる 「ロ
ー

カル vs ．グ ロ
ーバ ル 論争 」 が ある．こ の 問

い は ， 研 究にお い て も現実の 運動 にお い て も，
「運動

の 正 当性をめ ぐる論争 」 で ある と捉 えられ て い る．こ

の よ うに ， 運 動 の 正 当性 を め ぐる 論争 が 重視 さ れ る の

は ， 公害 の 被害 者や そ の 家族 ・支援者 らに よる 「被害

者運動」 が 「被 害の 実在 」 と い う根拠を もつ の と は対

照的な，い わゆ る 自然保護運動 の 特徴 で ある．

　素朴に 考えれ ば ， 何が環境破壊の 原因な の か とい う

問 へ の 答えが ， 運動 の 正 当性 の あ りかを指 し 示す．例

えば原 因 が 「都市化 」 で ある な ら，「地 方住民 」 に 正

当性が与え られ る．

　 しか し実際の 運動にお い て は，それ ほ ど素朴な発想

で 自らを正当化す る こ とは殆 ど不可能 で ある．なぜ な

ら ， 何者と して 行動する か とい う問 い は ， 例えば同 じ

場 所 に 住 ん で い なが ら運動 に 参加す る者 と参加 し な い

者 との 間 の 定義や ， こ れ ま で 運動に参加しなか っ た 自

分 と今参加 して い る 自分 との 相違 の 定義，そ して 敵対

者 と自らの 関係の定義に っ なが る か らで ある．また ，

実際 に参加 し続 けるためには，自分 の 行動を意 味ある

もの と感じ る こ と，
つ ま り「有効性感覚」が必要で ある．

　こ の よ うに現 実の 運動参加者 の 主観，ある い は内面

的な問題に焦 点を当 て て 考 えて み るな ら，環境保護運

動 の 担い 手を定義する の は ， 都市か地 方かな どの よ う

な既存の 準拠集団に よる正 当性の付与 で ない の は 明 ら

か で あ り，新 しい 別 の 区分 の 可能性 が 見えて くる．つ

ま り，
「自らを再定義す る こ と」 「自らの 行動 を意味あ

るもの と感じ る こ と」な ど の 条件を満た した 人 々 こ そ，

現実の 環 境運動 の 担 い 手 とな り得 る とい うこ とに な

る．「自己を再定義する能力 」に焦点を当て た A．メル ッ

チ の 「遊 牧民 」概念 は ， こ こ に 見 られ る 主体 の
， 有力

な解 釈 で ある．

　「自己を再 定義する能力」 あ る い は ， 反省性 の 増大

と情報化社会 との 関係 に つ い て は，メル ッ チ以外 に も

ギデ ン ス やオ ッ フ ェ ら， 多くの 主要な社会学者に よ っ

て指摘 され て い る通 りで ある．

　ただ し ， メ ル ッ チ は 「自己 を再定義す る能力 」 を も

ち うる人物 として ，マ ス メデ ィ ア 関連 の 企業に勤務す

る者や公務員 ・研究者等 ， 社会 の 申心的な情報 の 流れ

に ア クセ ス し，またそれ を利用する力を得やす い 層を

挙げる
一

方で ，
「再定義を希求する 」 人物 と し て ， 若

者や主婦等 ，社会の 周辺 部 に い る人 々 を挙げて お り，

経験的に意味の あ る定義を行 っ て い な い．ギデ ン ス や

オ ッ フ ェ らも，社会全体 の 傾向 と し て 反省性を指摘し

て い る の で あ り， 特定 の 社会層を指すよ うな経験的 に

有意義な定義 は行 っ て い な い ．

4　 中間的な総括

　本稿 は ， 楽観論 と悲観論 と に 二 分 され る 情報化社会

論 の 再考 と，今 目 の 社会問題 の うち環境 問題に対 して

情報化 が 与 え る 影響に つ い て 考察す る こ と を 目 指す，

第
一

歩 で あ る． こ れ ま で の と こ ろ，口本 の 環 境社会

学研究に お い て は ， 研究対象別 の 論 点整理がな され て

きたため，現 代社会論 との 接続が為 され難か っ た．し

か し ， 環境問題をもた ら した原因を どこ に 求 め て い る

か とい う観点 か らこ れ まで の 議論 を整 理 す る と，主 に

近代化 に 原 因を求め る議論が多い こ とが 明らか に な っ

た．こ の こ とが，日本 の 環境社会学会 にお い て ，環境

問題の解決を 「市民社会 の成熟」 に 求 め る立場が主流

とな らな い 傾 向に つ な が っ て きた と考えられる．しか

し なぜ 「市民 」 に 否定的 な評価が為され か に つ い て ，

充分な議論が あ っ た とは 言 えない ．

　他方で ， 現実に 運動に参加し て い る人 々 の 主観に 焦

点 を当 て て 考 えるな ら，環境 保護運動 へ の参加に は ，

自己 の 再定義 が求め られ る こ とがわ か る．こ の 自己の

再定義に は ， 今日多くの 社会学者が 言及する反 省性の
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増大が前提 と して 不可欠 で あ り， また，反省性が情帳

化社会の 進展 によ っ て もた らされ る こ とも，指鏑され

て き た とお り で あ る．

　従 っ て ，「自己 の 再定義 」 をめ ぐる議論 が，情 報化

社会論と環境社会学とを つ な ぐ有力な導線で ある こ と

が期待 され る の で あ る．

注

1 ）日本 国 内で は，例 えば グ ロ
ーバ ル 500賞で 表彰 さ

　　れた四 口市市の 大気中に おける硫黄化合物濃度の

　　改善 な ど．地球環境 問題 の 中で は ， オゾ ン ホ ー
ル

　　 の 拡大 に 歯止 め が か か っ た こ となど．今 日 言われ

　　る とこ ろ の い わゆる 「情報 化社会」 の 立役者たる

　　イ ン タ
ー

ネ ッ トの 普及 が 環 境 問題を め ぐ る 紛争 に

　　影響 を与 えた事例 として は，イ ン タ
ーネ ッ ト利用

　　に よ る名古屋市に お ける藤前干潟保全運動の
一

定

　　の 「成功 」 な ど．

2 ） しば しば 引用 される例 と し て ，ア マ ゾン の 熱帯雨

　　林の 大規模な破壊の 進 行な ど．

3 ）今 H社会的な議論の 遡上 に載せ られ て い る代表的

　　な地球 環境問題 と し て 二 酸化 炭素増 大 に よる地

　　球温暖化．二 酸化炭素やそ の 他の い わゆ る 温暖

　　化ガ ス の 濃度 の 増大 と地球上 の 気温 ・水温等 の 上

　　昇 との 間 の 関係に つ い て は専門家の間で 諸説ある

　　と言われ て お り，殊 に 温度上昇や気候変動 の 今後

　　の 推移 の 予測に関 して は 諸説が あ る が ， 目本を は

　　 じ め多 くの 国家 の 政府や，WWF ，グ リ
ー

ン ピ ー

　　ス をは じめ とす る代表 的な環境 NGO 等関係 者間

　　に ， 二 酸化炭素の 排出 と地球温 暖化 との 間 に 相関

　　関係 が あ る とい う認識 が 分有され て い る の は 周知

　　 の 通 りで ある．

4） とは 言 え ， 世界各地 の 隣接する 国家間の 主 に領土

　　をめ ぐる紛争 や 同
一一

地 域 に 居 住す る異 民族
・
異

　　宗教 ・
異宗派間 の 紛争 の 存在 と同時に ， か つ て の

　　冷戦の 両 当事者で ある ア メ リカ ，
ロ シ ア の 二 大国

　　が一
方 の 当事者となる紛争は現在で も多い こ とか

　　ら， 単な る民族紛争 へ の 「分 散化」 と表現する こ

　　とは で きそ うにない ，ハ ン チ ン トン の 『文明 の衝

　　突』は ， そ の 出版後に ア メ リカ とい わゆる 「イ ス

　　ラ ム 系テ ロ 組織 」 との 間 の 紛争の激化が 起きた た

　　め 殊更注 目 を 集 め た し，そ の 他 「グ ロ
ーバ リズ ム

　　対反 グ ロ
ーバ リズ ム 」 論を含め 基本的 に は マ ル ク

　　ス 主義的な資本主義批判に立 つ 議論や反 シ ス テ ム

　　化運動論等，今 日 の 紛争 を統
一

的 に 分析す る視座

　 を 目指す議論 は い くっ か提 出 され て い る もの の ，

　 社会科学を専門 とする人 々 の 間に大方 の 合意 を得

　 た 議論 は 未だ 登場 し て い な い と い うの が ， 妥 当な

　 認識 で ある と思われ る．

5 ）そ の 他 ， 庄 司 興吉 ， 地域社会 と市民連携，有斐閣 ，

　　（1999）．

6）例えば飯島伸子編，環境社会学，有斐閣，（1994），

　 長谷川 公
一

， 環境運 動 と新 し い 公共圏， 有斐閣 ，

　　（2003）．

7 ） re 且ect 三vity の 訳語．自省性 とも訳 され る．
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