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自然 ＝ 文化相対主義 に 向けて

イヌ イ トの 先 住民 運 動 か らみ る グ ロ ーバ リゼ ー シ ョ ン の 未来

大 　村　敬 　一 ＊

本稿 で は、極北 の 先眠 で あ る カ ナ ダ ．イ 。 朴 の 側 か ら グ 。 一バ リゼ ーシ 。 ン を 教 る こ と …
を通 して 、グ ロ ーバ リゼーシ ョ ン とい う歴 史的現象 の 特質 を明らか に し、その 現象の 中 で 人類学 …
が 果 た すべ き役割を考察す る、、そ の た め に 、本稿 で は まず、ラ トゥ

ー
ル が 「近代 」の 問題 を検討　…

す る こ とで 示 した グ ロ ・L一バ ル な環境の 現状分析に 基 づ い て、イ ヌ イ トが 直面 し て い る グロ ーバ ル

な環境 の 現状 を整理す る 。 そ の うえで、イ ヌ イ トが 闘 っ て きた先住民運動を グ ロ
ーバ リゼーシ ョ

ン とい う歴史的現象 の 中 に 位置づ け る こ と に よ っ て 、そ の 運動 を通 して イヌ イ トがグ ロ
ー

バ ル な

環 境 に対 して 何 を守 ろ うと して い る の か を 明 らか に す る。そ し て 、そ の イ ヌ イ トの 闘い を考察す

る こ と に よ っ て 、グ ロ ーバ リゼ ーシ ョ ン と呼ば れ る歴 史的現 象に よ っ て 引 きお こ さ れ て い る 問題

の 根底 に は、「文化」 と 「自然」 に 分離す る こ と の で きな い 人間 と非 入間 （モ ノ ） の 複合体を構

築 して 維持す る 異 な る シ ス テ ム の 相克 が あ る こ と を 明 らか に す る。そ の うえ で 、今 R、求 め ら れ

て い る の は、「
一

つ の 自然」を基盤 とす る 「文化相対主義」 で は な く、多様 な 人 間 と 非人 間 の 複

合体の 間の 「自然 ＝文化相対主義」 で あ り、真 に 共生す べ きなの は 「
一

つ の 自然」 の 上 に築か れ

る様 々 な 「文化」で は な く、多様なあり方で構築さ れ る 人 間 と非 人 間の 様 々 な複合体で ある こ と

を示す。最後 に、こ の 「自然 ＝文化相対主義」 に お い て 人類学が果たす役割に つ い て 考え る，，
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1　 は じ め に　 イヌ イ トの 自信 と い う出発点

　「イ ヌ イ トの 文 化は 過 酷な 極 北 の 環 境 で 栄 え て き

た し、こ れ か ら も グ ロ
ーバ ル な環境 の も と で 成 長

し、栄 え て ゆ く こ とだ ろ う，，そ の 中 で 変わ ら ず に

残 っ て ゆ くもの 、過 去 と現在 と未来 を繋 ぐもの は 、

コ ミ ュ ニ テ ィ と の
一一体感、互 い に すすん で ど こ ま

で も助 け合 う精神 、進取 の 気概 と機 知 に 富 む こ と、

要 する に イ ヌ イ トで あ る こ と、つ ま り人 間 で あ る

こ と で あ る 。 」（ヌ ナ ヴ ト準 州政府 の 官僚 の こ と ば ）

［GN 　l999　： 1ユ

　「イ ヌ イ ト を支 配 す る 者 は 誰 も い な い よ う

だ 。

……
し よ う と 思 えば 、イ ヌ イ ト は く白入 〉

（9a／iunaat） よ りはるか に 沢 山 の こ とが で きる 。 な

の に 、〈白人〉 が ．支 配 し て い る の さ，t 朝、〈臼 人〉

は 起 き る と、す ぐま た デ ス ク に 向か う．彼が 手 に

もつ の は ペ ン か鉛筆 だけ 。 だか ら、（白人〉 は イ ヌ

イ トを 支配 し よ うな ん て しち ゃ い けな い の さ，、イ

ヌ イ トな ら、ど ん な に 哀れ で非力な イ ヌ イ トで も、

寒 い 野外 で 過 ご し、動 物 を 獲 っ て 生 き抜 くこ と が

で きる、、カ リブ ー
を狩 っ た り、魚 を獲 っ た り、キ

ツ ネ を獲 っ た り し て ね． し か も、イ ヌ イ ト な ら、

ど ん な 哀 れ な イ ヌ イ ト で も、ブ リ ザ ー ド の と き

だ っ て 、屋 外で 過 ご す こ と が で き る 。 で もな、〈自

入〉は、ど ん な に で か くて カが あ ろ うと、ブ リザ ー

ドの 中 で す ぐ に 凍 えち まうの さ。」 （イ ヌ イ トの ハ

ン ター．
の こ とば ） ［BRODY 　1976 ：219］

　こ うした カナ ダ ・イ ヌ イ トの ftl信 は ど こ か ら

や っ て くる の だ ろ うか ．

　 カナ ダ極 北圏の 先住民で あ る イ ヌ イ トが 産業

資本主 義経済の グ U 一バ ル なネ ッ トワ
ー ク に取

り込 まれ て すで に
一
世 紀以 上 が 経 ち、 カ ナ ダ と

い う近代国民国家の 体制 に組み 込 まれ 、カ ナ ダ

連邦政府が 定め た 行政村落 に定住牝す る よ うに

な っ て
馳
卜世紀が 過 ぎよ う と して い る、、

　すで に、獲 物 を追 っ て季節周 期的 な移 動生 活

を営ん で い た時代 は、古 老 の 記 憶 を通 して 詒 ら

れ る 過去の 物 語で あ る 。ス ノ ーモ ービ ル や 高性

能 ラ イ フ ル で 、狩猟 と漁労 と罠猟 を基 幹 とする

生 業活動 は 高度に機械化 され、セ ン ｝ラ ル ヒ
ー

テ ィ ン グ で 暖 め ら れ た 家屋 に は、冷凍庫や 冷蔵

庫 、 洗濯機や 乾燥機 をは じめ 、
パ ソ コ ン や ケ

ー

ブ ル ・テ レ ビ、DVD な ど の 電化製 晶が 溢 れ て

い る，，そ れ ぞ れ の 行政 村 落に設 け られ た発電所

は 二
．
卜四時 問稼働 し、 航空機や砕氷貨物船 の 定

期 便で 、ハ ン バ ーガ ー
や ビザ、チ ッ プ ス 、清涼

飲 料 な ど の 加 丁 食 届を は じめ 、「南」 で 生 濠 さ

れ た物 品が運び 込 まれ 、 スーパ ー
マ

ー
ケ ッ トで

い つ で も購 入 す る こ とが で きる 。 子 どもたちは

H 本 の ア ニ メ に 夢 中 に な り、若者 た ち は イ ン

ターネ ッ トで の 通信販売 に狂奔す る 。 多 くの ハ

ン タ ー
は政府 の オ フ ィ ス や 工 事現場 などで の 賃

金労働 を兼業 し、カ ナ ダ政 府か らの 福祉金や 交

付金、公共事業に 依存 し て お り、ニ ュ
ース で 報

じられ る カ ナ ダ の 政 治 ・経済、さ らに は グ ロ
ー

バ ル な政 治 ・
経 済の 動向に

一
喜

．一憂す る 、

　 こ うした生活を送 っ て い る イ ヌ イ トが 産 業資

本主 義経済 の グ ロ
ーバ ル ・ネ ッ トワ

ー
ク に組 み

込 ま れ て い る こ と に疑 う余地 は な い 。 しか も、

イ ヌ イ ト社 会は そ うした ネ ッ ト ワ
ー

ク の 末端で

あ っ て 中心 で は な く、 遠 く離 れ た 中心 の 動 向か

ら の 影響を 日受 する 他に な い 。 た しか に 、 1970

年代 か ら の カ ナ ダ連 邦政 応 と の 政 治 交渉 の 呆

実 と して 、事実 トの 民族 自治が実現 された ヌ ナ

ヴ ト準 州 （Nunavut 　Terr三tory ） を 1999年 に 手 に

した とは い え 、 世界経済の 景気が 悪化 して カナ

ダ連 邦政 府の 経済状 態が 悪化すれ ば 、 福 祉金 や

交 付金 は削 られ 、 官公 庁 の リ ス トラ や 公共事業

の 縮減 に よ っ て い つ 職 を失 うか わか らな い 。 か

つ て 、 イヌ イ トの 与 り知 らない 欧米 の 企業 の タ

テ ゴ 1・アザ ラ シ の 乱獲 に端 を発 した ア ザ ラ シ の

毛皮 の 不 買運 動に 促 され 、 ヨ
ー

ロ ッ パ 共 同体が

1983年 に アザ ラ シ の 毛皮 の 輸入 を禁止 した こ と

に よ っ て 、璽要 な現金収入源 の
．…

つ で あ っ た ア

ザ ラ シ の 毛皮 の 輸 出 が 大 打 撃 を受 け た よ うに、

イ ヌ イ ト社会 の 命運 は世界絳 済の 動 向 と国民 国

家 の 政策に よ っ て 左 右 され る 状 況に あ る t．，イ ヌ
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イ ト社会は グ ロ
ーバ ル な産業資本主義経済 と国

民 国家 に 間違 い な く従属 し て い る の で ある 。

　 しか し、そ うで ある に もかかわ らず、冒頭 に

示 した イ ヌ イ トの こ とば に あ る よ うに、 イ ヌ イ

トは 自信 に溢 れ て い る。 も ち ろ ん、彼 らが 自

らの 従属 的な立 場 に 無 自覚 なわ けで は な い 。 そ

もそ も、冒 頭 の こ と ば で 「過 酷な極北 の 環境」

と 「グ ロ
ーバ ル な環境」が 並列され て い る こ と

か ら もわ か る通 り、 こ の 自信 に 溢れ た こ とば の

前 提 に は 、ち ょ うど過酷な極北の 環境 に対 して

支配的 な立場 に立 つ こ とが 決 して で きな い よ う

に 、 グ ロ
ーバ ル な環 境 も過 酷 で あ り、 そ の 環

境 に対 して も支配的 な立 場 に 立 つ こ とが で きな

い とい う認識が ある 、 その 過酷な環境 の ただ中

で 、その 環境 に対 し て 従属 的な立 場 に甘 ん じな

が ら も、 自らが 「これか ら も成 長 し 、 栄えて ゆ

くこ とだろ う」 と言 い 切 る 自信 は 、 い っ た い ど

こ か ら くる の だろ う。しか も、グ ロ
ーバ ル な環

境 に呑み 込 まれ て しま うの で は な く、 コ ミ ュ ニ

テ ィ との 一体感 を維 持 しなが ら 「イヌ イ ト」で

あ りつ づ ける、さ らに は、そ の イ ヌ イ トで あ る

こ とこそ 「人 間」で あ る こ と だ とまで 言 い 切 っ

て し ま う自信は、 ど こ か ら くる の だ ろ うか 。

　 本稿 の 目的 は 、グ ロ ーバ リゼ ーシ ョ ン の 波 に

曝 され て なお イ ヌ イ トが こ うした確固 とした 自

信を も ち う る理 由 を 考 え る こ と を通 し て 、 グ

ロ ーバ リゼ ーシ ョ ン と い う歴 史的現 象の 特 質 を

明 ら か に し 、 そ の 現 象の 中で 人類学 が 果た す べ

き役割を考える こ とで あ る。

　 そ の た め に 、 本稿 で は ま ず、 ラ ト ゥ
ール が

「近代」 の 問題 を検 討す る こ と で 示 した グ ロ ー

バ ル な環境の 現状分析 に基づ い て 、イ ヌ イ トが

直面 し て い る グ ロ ーバ ル な環境を整理 す る 。 そ

の うえ で 、 イ ヌ イ トが 闘 っ て き た 先住 民運 動

をグ ロ
ーバ リゼ ーシ ョ ン と い う歴 史的現象 の 中

に 位置づ け る こ と に よ っ て 、そ の 運動 を通 し て

イ ヌ イ トが グ ロ
ーバ ル な環境 に対 する 自信 の 礎

と して何 を守 ろ うと し て い る の か を明 ら か にす

る。そ して 、そ の イ ヌ イ トの 闘 い を考察す る こ

とに よ っ て 、グ ロ
ーバ リゼ ー

シ ョ ン と呼ば れ る

］03

歴史的現象に よ っ て 引 きお こ さ れ て い る問題 の

根底 に は、文化
U

と 自然 に分離 する こ と の で き

な い 人間 と非人 間 （モ ノ ） の 複 合体 を構築 して

維持す る異 な る シ ス テ ム の 相克が あ る こ とを 明

らか に す る。その うえ で 、今目、求め られ て い

る の は 、 「
一

つ の 自然 」 を基 盤 とす る 「文化相

対主義」で は な く、多様 な人間 と非人 間 の 複合

体の 問の 「自然 ＝文化相対 主義」で あ り、真に

共生 す べ きなの は 「
一

つ の 自然」の ．E に 築か れ

る 様 々 な 「文化」で は な く、多様 な あ り方で 構

築され る人 間 と非人 間の 様 々 な複合休で ある こ

とを示す 。 最後 に 、
こ の 「自然 ＝文化相対 主 義」

に お い て 人類学が 果たす役割 に つ い て 考 える 。

五　 今 日の グ ロ
ーバ リゼ ー シ ョ ン の 特質 ：

地球 を制圧す る ハ イ ブ リ ッ ド・モ ン ス タ ー

1　 問 い ：今 日の イ ヌ イ トに と っ て の 「グ ロ ー

　バ ル な環境」 と は何か ？

　 こ こ で は 、 まず 、 イヌ イ トが先住民運動 を通

して グ ロ
ーバ ル な環境 に対す る 自信の 礎 として

何を守ろ うと して い る の か に つ い て 検討す る に

先 、

’
tlっ て 、そ の グ ロ ーバ ル な環境 と は 何 か に つ

い て 整理 して お く． 「グ ロ
ーバ ル な環境 」 と い

うだ け で は、た だ全地 球的な規模の 環境 と 言っ

て い る だ けで 、そ の 環境 の 何が 問題 な の か が

は っ き りしな い か らで あ る 。

　そ もそ も、現 在の イ ヌ イ ト は 1000年ほ ど前 に

ア ラ ス カか ら カナ ダ とグ リ
ー ン ラ ン ドに進 出

し 、 4000年前か らカナ ダ極北圏で 暮 ら して い た

パ レ オ ・エ ス キ モ ーの 人 々 に 取 っ て 代 わ っ た

ネオ
・エ ス キ モ ーの 子孫 で あ り ［岸 上 1998 ；

MAxwELL 　 I985 ； WENzEL 　 1991］、ホ モ ・サ ピエ

ン ス の 出 ア フ リカ に端を発す る 人類 の グ ロ
ーバ

リゼ ーシ ョ ン とい う歴 史的出来事 の 一幕 を担 っ

た と い う意味で 、考古 学的 に検 証可 能 な 当初 よ

りグ ロ
ーバ ル な環 境を生 きて きた と言 うこ とが

で き る c また 、今 か ら500年 前に は 、グ ロ ーバ

ル な規模 で の 気 候変動 で あ る小 氷期 に 直面 し、

急 激 な 文化 の 変化 を経験 し て い る ［McGHEE
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lO・1 自然 冨文 化相 対 t義 に 向け て

1978 ；W
’
EtSZHL．1991］，、こ の 意 味 で 、か つ て イ

ヌ イ トの 文化が栄 えた極北の 環境 もグ ロ
ーバ ル

な 環境の
一

部分で あ り、 こ れ か らイ ヌ イ トが 栄

え て ゆ くとされ る グ ロ
ー

バ ル な環境 とか つ て の

グ ロ ーバ ル な環境 の 違 い が明 瞭に な っ て い なけ

れ ば、こ とさ ら に 「こ れ か ら もグ ロ
ーバ ル な環

境 の もとで成 長 し、栄 えて ゆ くこ とだろ う」 と

言 う意味 は な い 。

　 そ れ で は 、イ ヌ イ トが こ れ か ら も生 き抜 い て

ゆ く自信の あ る 「現在の グ ロ
ーバ ル な 環境 」 と

は何 だ ろ うか 。
こ の 問 い に は、イ ヌ イ トの 歴 史

を振 り返 り、「か つ て の 極 北 の 環境 ．1 と 「現宥

の グ ロ
ーバ ル な環境」 の 違 い を明瞭 にす る こ と

で 答 え る こ とが で きる，、

　 こ れ まで の 極 北 人類 学 の 成 果に よ っ て Lげ
WENZEL 　 1991］、 こ れ まで に イ ヌ イ トは 急激 で

根底的 な 文化の 変化を二 度経験 し て きた こ とが

明 らか に され て い る ． その
一

つ は 、先 に 触 れ た

500年前 の 小 氷 期 とい うグ ロ ーバ ル な環境 変動

に よ る変化 で あ り、 もう一
つ は、 1960年代 の 定

住化 に伴 う変化で ある 。

　 前者 で は 、極北 圏の 寒冷化 に 伴 う海氷 の 進出

に よ っ て海 が 閉ざされ 、それ まで の 主 要 な生活

資 源 で あ っ た ホ ッ キ ョ ク ク ジ ラ を は じめ とす

る 大型 海棲 哺乳類 が イ ヌ イ トの 店住域 に到 達す

る こ とが な くな っ た結 果 、 大規模 な集落で の 定

住生活が 難 し くな り．ア ザ ラ シ や セ イ ウチ な ど

の 中小型 海棲哺乳 類 や魚類 、カ リ ブ
ー

な ど の 陸

棲 哺乳 類 を生活資源 と して 、 小 規模 な集 団で 季

節周 期 的 な 移動生活 を送 る よ うに な っ た ［岸上

1998 ；M （：GilEE　 l　978 ：WENzE 【 199ユ］。 現 在、

広 く知 られ る 典型的 に 「イヌ イ トら しい 1 生 活

様式 は 、 こ の 時代以 後 の もの で ある n

　 他 方 、 こ の 小氷 期 に よ る 変化 に 匹敵 す る も

う
一

つ の 大 きな変化、定住化以 後 の 文化 の 変化

は 、 カ ナ ダ連邦政府 が 第 ：次 世界大戦後 にすす

め た イ ヌ イ トの 国民 化政 策に伴 っ て 生 じた、，こ

の 国民 化政 策 に よ っ て イ ヌ イ トは連 邦政 府が 定

め た 行政 村 落 に 定住化す る よ うに さ れ 、学校

教 育、医療 ・福 祉サ
ービ ス 、行 政 サ

ービ ス な ど

を通 し て カ ナ ダ とい う近代 国民国家に 編人 さ れ

た t
．そ の 過程で 、生業 の 機械化、航空機や 貨物

輸送船 を通 した 物 品 の 流 入 、 ラ ジ オや テ レ ビ

を通 した カナ ダ主 流 社 会 と ア メ リ カ 合衆国の 消

費文化 の 浸透が すすみ 、 現 金経済 へ の 依存が高

ま っ て い っ た 。 また 、生 業 の 機械化が すすみ 、

様 々 な機械類 の 購入 や 維持、ガ ソ リ ン や 弾薬な

どの 調 達の た め に現金 が必 要に な っ た 結 果 、 多

くの ハ ン タ ー
が賃金労働 を兼業す る よ うに な っ

て い っ た 。 こ う して イヌ イ トは カナ ダ とい う近

代 国民 国家 に編入 され 、 産 業資本 主義経済 の 世

界 シ ス テ ム に組 み 込 まれて ゆ き、冒頭 で 示 した

よ うに、産業 資本t 義 経済 と国民 困家 に従 属す

る よ うに な っ て い っ た の で あ る。

　 した が っ て 、今 iiの イヌ イ トが直而 して い る

グ ロ
ーバ ル な環境の 特質 とは、産業資本主義経

済 の 世界シ ス テ ム と国民国家か ら構成 され て い

る こ と で ある とい うこ とに な る。つ ま り、冒頭

の イ ヌ イ トの こ とばに示 されて い る 「か つ て の

極北 の 環境 」 と 「規 在 の グ ロ
ーバ ル な環境」は、

どち ら もグ ロ
ーバ ル な環境で あ る点で は共通 し

て い る が 、 前者 は 地 球の 気候生 態環境、後者 は

産業資 本 主義経済 と国民 国家か らなる環境 とい

う意味 で 異 な っ て い る の で あ る ：／そ れ で は 、 こ

の 産業 資本主義経 済 と国民 国家 か らなる グ ロ ー

バ ル な環境 の 特 質 と は 何 だ ろ うか 。

2　 グロ ーバ ル な環境 の 内実 ： 国 民 国 家 ＝ 市場

　 ＝テ クノ サ イエ ン ス ・ネ ッ トワ
ーク

　こ の グ ロ
ーバ ル な 環境 の 特 質に つ い て 考える

ヒで 肝要 な の は、そ の 環境 を構 成す る産業 資本

主 義経済 と国民国家が 、 こ れ まで 考 えられ て き

た よ うに 「経済」の 領域 と 「政治」の 領域 に 分

ける こ とが で きる別 々 の 競象なの で はな く、人

間 の み な らず 、 非 人聞 （モ ノ）も動員 して 拡が っ

て ゆ くネ ッ トワ
ーク の 一・部分で ある とい うこ と

で あ る，，こ れ は 図 らず もブ ル
ー ノ ・ラ ト ゥ

ー

ル ［1999．2007，2〔XO81が い か に も人 類学者 ら

しい 「科学 者の 後を 追 う」方法 に よ っ て 明 らか

に して し ま っ た こ と で あ る。こ こ で は、こ の ラ
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『文化 人 類 学』75’1　20⊥0．6

ト ゥ
ール の 議論 に基づ い て グ ロ ーバ ル な環境 に

つ い て整理 してお く
Z｝

。

　ラ ト ゥ
ール ［1999，2007］は 「政 治」や 「経 済」

とは無 関係 で ある べ き実験室 で 働 い て い る はず

の 科学者 の 動 きに ひ たす ら愚直 に つ い て 回る こ

とで、「科学」とい う閉 じた聖域 で の 純粋 な 「自

然 」 の 探求 な ど存 在せ ず、科学者 が 自然 の 普遍

的な真 理 を明 らか にす る た め に は 、 政 治家 と公

衆 を説得 し 、 企業 に 自ら の ア イデ ア を売 り込ん

で 資金 を調達 して 回 り、人 間 と非人 間 （モ ノ ）

か らな る世界 を動員せ ね ば な ら な い こ とを明 ら

か に した 。 ま た、そ の 結 果 と し て 科 学 者が 明

らか にす る 白然 の 普遍的 な真理 も即座 に 応用 さ

れ 、新たな商品や 流通 手段、統治手段 な どの か

た ちで 経済や 政 治の 領域 に 波及 する 。 科学者の

個 人的な信念が ど うあれ 、 自然 の 神秘 を公平無

私 に追 求す る純粋 な科学 な ど実 際に は存在す る

こ と はで きず、常に応用 工 学 と
一
体化した テ ク

ノ サ イ エ ン ス は 政 治 と経済 と分 か ちが た く結 び

つ き、 それ ら の 全体 の 中 に 埋 め 込 まれ て い る の

であ る 。

　 もち ろん 、テ ク ノ サ イ エ ン ス が埋 め 込 まれ た

「政治」と 「経済」も分離 して い る わ けで は ない 。

ラ ト ゥ
ール 自身は 「政治」 と 「経済」の 関係 に

つ い て 十分 に論 じて い る わ けで は な い が 、そ の

議 論 を補足 した 川 村 ［2008 ： 301−311］が 指 摘

して い る よ うに
a：

、 近代 国民 国家体 制が論理 的

な出発点 と し て 基礎 を置 く自律 した 自由な個 人

に よ る社会契約 と い う考え方は 、産 業資本主義

経済の 市場 が成立 しな い と存在 しえな い
。 自由

な自律 した 個人は 、市場 シ ス テ ム の 拡 大 と 普及

に よ っ て 、か つ て 中 Lt一ヨ ー
ロ ッ パ の 封建 制で の

村落共 同体に 埋 め 込 まれ て い た個人 が 労働力と

して 経済的 に 自立す る と同時 に、生活 に必要 な

モ ノ を共同体に依存する こ とな く市場か ら確保

す る こ とが で きる よ うに な っ て は じめて生 まれ

て くる
4 ；

。 ま た 、川 村
’

［2008 ：306−308］ が 指

摘す る よ うに 、近代国民 国家 の 端緒 とな っ た市

民革命が 権力の 奪取 に よ っ て 「市場 にお け る 白

南」 を実現す る ため に 起 きた こ とか らもわ か る

105

よ うに 、 「自由 な市場 」 が成 立す る こ と自体 に

国民国家 の 権力が 必要で あ り、「経 済」と「政 治」

は不 ロ∫分 な 関係 に あ る
5 」

。

　 こ の よ うに 国民 国家 と産業資 本制 の 市場 とテ

ク ノ サ イエ ン ス は 緊密 に結 び つ い て お り、「政

治」 と 「経 済」 と 「科学」 と い う別 々 の 領域 に

分離す る こ とは で きな い 。 しか も、そ れ だ けで

な く、 さらにラ トゥ
ール ［2008］ は 、こ うした

分 割 自体 が 近代 の 「文化 ／ 自然」
6 ’

の 二 元 論 に

基づ い た虚構で あ り、実際 に存在する の は、人

間 と非人 問 （モ ノ ）で 織 り上 げ られ た縫 い 目の

ない
一放 の 織物、入間 と非人問の ハ イブ リ ッ ド

なネ ッ トワ
ー

ク で あ る こ とを明 らか に した 。

　「近代」 と い う考 え方に お い て は 、人 聞だ け

か らなる 「文化」 と非人 間 （モ ノ ）だ けか らな

る 「自然」 に宇宙全体が分離 され 、 善遍 的な理

性 に 基づ く自由な政 治的 主体 と して の 人 問同十

が 自然 とは 独立 に 国民 国家な ど の 社会を 自由に

構 築す る 実践が 「政治」、 文化 か ら離脱 した科

学者が 自然 の 普遍 的な 真理 を文化か らの 汚染な

しに 明 らか にす る実践 が 「科学 」とされ る ［ラ

ト ゥ
ール 2008 二32−88］。 また 、 ラ トゥ

ール は

直接 に論 じて は な い が、こ の 区分 に 従 えば、モ

ノ を 自然 か ら調達 して 社 会 に 流通 させ る 「経

済」 は、文化 と白然 の 相 hl作 用 の 場 で あ る と い

うこ と に な る だ ろ う。 こ の 「近 代」 の 考 え方

で は 、 文化 か らの 影響 を排 除すれ ばそれ だけ 自

然 の 普遍 的な真理が 開示 され 、モ ノ へ の 欲望 な

ど の 自然 か ら の 影響を排除す れ ば そ れ だ け政 治

的主体 は 普遍 的な理性 に 従 っ て 文化 を よ り合理

的か つ 自由に構築す る こ とがで きる と考 え られ

るた め 、社会の 自由で 合理 的な構 築 と自然の 普

遍 的 な真理 の 開示 を保証する 文化 と自然の 分離

が普遍的 な進歩 と して 目指され る ［ラ ト ゥ
ール

2008 ：32−88］。 同 じよ うに 、 こ の 「近代 」の 論

理 に従 えば、文化 と自然 の 相互作用で ある経済

も、そ うした進歩 に よ っ て 、文化 を支 える普遍

的な理性 と自然 の 普遍 的な真理 に従 うよ うに な

り、 よ り合理 的 な もの に進歩す る とさ れ る こ と

に なる だ ろ う。
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106 口然一文 化相対 主 義 に 向け て

　 しか し、実際 に 人 間が 構築 して い る の は 、ラ

トゥ
ール ［2008］が強調 す る よ うに、人問だけ

か らな る 文化 で は な く、入 間 と非人 間 （道 具や

機械 、通 信 ・交通網な どの モ ノ ）が 動員 さ れ て

組織 化 され た 人間 と非 入問 の ハ イ プ y ッ ドな

ネ ッ トワ
ーク で あ る c．こ の ハ イ ブ リ ッ ドな ネ ッ

トワ
ー

ク の 構築 は、人 間だけ で な く、非 人間 も

動 員され る と い う意味で 純粋 に政 治 的な実践 で

は な く、政治 と経 済 とテ ク ノ サ イエ ン ス が 混合

した実践 で ある と 言える 。 また 、 科学 に よ っ て

明 らか に され る真理 は 、人 聞 と非 人 閏で ハ イ ブ

リ ッ ドに構 築 され た 実験 室 をは じめ 、非入 間を

機 械装 置の 助 け をか りて 次 々 と 「刻 印」 （地図

や標本 や 数値 な ど、運 搬 可能なか た ち で 情 様 を

刻み 込 まれ た モ ノ）に変換 しなが ら 「計算の 中

心 」 （研 究所 な ど 、 ネ ッ トワ ーク の 周辺 か ら の

刻 印 を比較 した り結合 した りして 計算 し、真理

を明 らか にす る場）に
．
運 ぶ 長大 な ネ ッ ト ワ

ー
ク

を通 して は じめ て 明 らか に なる の で あ っ て 、 人

間か ら切 り離 さ れ た 自然の 真理 で は な く、人聞

と非 入間の ハ イブ リ ッ ドなネ ッ トワ
ー

ク に取 り

込 まれ た 限 りにお い て の 非 人 問 の 真 理 で あ る

［ラ ト ゥ
ー

ル 1999 ： 365一壇3生 2007 ： 33141 ，

2008 ： 32−88】。 こ の 科学 に お け る 真理 の 発 見 に

お い て も、人問 と非人間 の ハ イ ブ リ ッ ドな ネ ッ

トワ
ー

ク の 構築が前提 に な っ て お り、科学 の 実

践 は政 治 と経済 の 実践 に 混 じ り合 っ て い る ．つ

ま り、「文化」 と 「自然 」 と い う分割 は もち ろ

ん 、 そ の 分 割 に応 じた 「政治 」と 「科学 」と 「経

済．： とい う異 なる実践 の 領域が あ る わ けで は な

く、八 間 と非 入闘の ハ イ ブ リ ッ ドな ネ ッ トワ ー

ク を構．築す る とい う　「政治 ；テ ク ノ サ イ エ ン ス

＝経 済」の 実践があ る だ けなの で あ る 。

　 したが っ て 、 今 日の イ ヌ イ トが 市 面 して い る

グ ロ
ーバ ル な環境 を構成 し て い る の は、人間 と

非人 聞 の ハ イ ブ リ ッ ドな ネ ッ トワ
ーク で あ る 国

民 国家 と産業資本制 の 市場 とテ ク ノ サ イ エ ン ス

の 複合体 とい うこ とに な る 。 た しか に 、そ こ に

は、議会や 官公 庁、
．
F．場、鉱 山、証券取 引所、

大学、実 験室、観測 所 な ど の よ うに、国民 国家

と市場 と テ ク ノ サ イエ ン ス を特徴づ け る 結節点

はある 。 しか し、その それぞれが独 立 して い る

わ け で は な く、そ れぞ れ を構成す る 入 闘 と非人

間す べ て が ネ ッ トワ
…

ク状 に相 η二に縦横に結ば

れて お り、その ネ ッ トワ ー．ク の
一

枚の 織物 の rl：

に 国民 国家 と市場 とテ ク ノ サ イ エ ン ス は 溶 け込

ん で い る の で ある 。

3 　国 民 国家 ＝ 市場 ＝ テ ク ノ サ イ エ ン ス ・ネ ッ

　 トワ
ー

クの特質

　そ れ で は 、こ の 国民 国家と市場 と テ ク ノ サ イ

エ ン ス が 溶 け込ん で い る人間 と非人間の ネ ッ ト

ワ
ー

クに は どの よ うな特 質 があ る の だろ うか 。

川 村 ［2008］ の 議論 に基 づ い て 考え る と、 こ の

ネ ッ トワ
ー

ク に は、欧 米を中心 にそ の 中心 以外

の 場所 の 人 閥 と非人 間を周辺化 しなが ら無際限

に延 び て ゆ き、そ の 周辺化 された 入間や非人間

が 欧米 とい う中 心 を回 る よ うに次 々 に動 員す る

こ と に よ っ て 、 周辺化 され た人 間や非人 間を攴

配、管理、搾取す るが 、 そ の 支配 と管琿 と搾取

は あ くまで もネ ッ トワ
ー

ク の 内部 に 限定 され る

の で あ っ て 、周辺 化 され た場所を面 的に 覆 うこ

とは ない と い う特徴 が あ る こ とが わ か る ／t

　 こ の ネ ッ トワ
ーク の 拡 張 は 、川 村 i2008：

3〔〕1−311］ の 議 論に よ れ ば、デ カ ル トの 心 身 二

元 論には じまる 「文化／ 自然 」の 「 元 論の 浸 透 、

産業資本制の 市 場 の 発 生 、大航 海時代 の フ ィ
ー

ル ド科学調 査の 進展、実験 法の 発 明、啓 蒙思想

に よ る社会契約論な ど、欧 米の 中心 で起 きた 轟

来事が 複合する こ とで 進展 して きた 。そ うした

複合的 な出来事が 絡み 合 い
、 欧米 を中心 に 「近

代」 と い うプ ロ ジ ェ ク トが 進展 して ゆ く中で 、

普遍 的な理性 に従 う人 間が 自由に構 築す る 文化

が 、 人 問 か ら切 り離 され た非 人 間が 普遍酌な真

理 に従 っ て い る 自然か ら理念 Eで 分離 され て ゆ

き、そ の 「文化 ／ tii然 一」の 二 元論 の も とで 入 間

と非 入聞 を 自由に動 員する こ とが で きる よ うに

な っ た 欧 米が 、そ の 「 元論 を エ ン ジ ン に ネ ッ ト

ワ
ー

ク を無際 限に 拡張 して きた の で ある 。

　 こ う した ネ ッ ト ワ ーク の 拡張 を支 えて きた の
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は 次 の よ うな 論理 で あ る ［ラ ト ゥ
ール 2008 ：

32−88 ；川村
’
2008 ：301−311］。 文化 と 自然 が理

性 と真 理 と い う異 な る 二 つ の 普遍 的 な秩 序 に

従 っ て い る とする と、そ の 相互 作川 が そ れ ら の

普遍 的 な秩序 に は影響 を与え る こ と は な い と い

うこ と に なる 。 こ の 前提 に よ っ て 、 文化の 秩 序

の 崩壊 に も自然の 秩序の 崩壊 に も怯 える こ とな

く、人 間と非人 間をあ らゆ るや り方で 自由 に結

び付 けて ハ イブ U ッ ドなネ ッ トワ ーク を構 築す

る こ とが可能 に なる 。 しか も、 その ネ ッ トワ ー

ク が 拡張 し、 よ り多 くの 人 間 と非人 間を動員す

る こ とが で きれ ばそ れ だ け、そ の ネ ッ ト ワ ー

クに よ っ て 「自然 」の 真理 が 開示 さ れ、産業資

本 制の 市場 は拡 大 し 、 人問は伝統 や 共同体 の 束

縛 か ら解放 されて 自由な理性 的な政 治主体 に な

り、そ の 理 性に よ っ て理 想的 な 社会が 築か れ る

こ と に な る の で 、「文化／ 自然 」の 二 尢論は 人

間と非入間の ハ イブ リ ッ ドなネ ッ トワ
ーク の 拡

張 を加 速す る 。 文化 と自然が異 なる秩 序 に従 っ

て お り、人 間が 身体的 な欲望 な どの 自然か ら分

離 され る ほ ど理性 的で 自由な 政治卞体 に な り、

科学が 文化か ら分離 さ れ る ほ ど 自然 の 真理 が 明

らか に なる とす る 「文化／ 自然」 の 二 元論 は、

そ の 分離 の 実現 の た め に 人 間 と非 人 間 の ハ イ ブ

リ ッ ドな ネ ッ ト ワ ーク を加速 度 的 に 増殖 させ る

の で あ る 。

　 しか し、 こ の ネ ッ トワ
ーク は そ こ に接 続 さ

れ て ゆ く人 間 と非人間 を平等 に繋 い で ゆ くわ け

で は ない ［ラ トゥ
ー ル 1999 ： 365−434，2008 ：

32−88，160−217］。 こ の ネ ッ ト ワ ー ク で は 、

様 々 な場所 で そ の 末 端 に取 り込 まれ た 人 間 と

非人 間が 、標本や 地図 、図表な ど、輸送可 能で

計算 11∫能 に な る よ うに画
一

化 され た刻印に変 換

され 、 計算 の 巾心 に送 られて 蓄積 される 。 そ し

て 、そ の 計算 の 中心 で 、様々 な場所 か ら送 ら れ

て きた刻 印が比較 され た り結 合 され た りす る こ

と で 自然 の 真理 が 発 見 さ れ る 。 さ ら に 、こ の

ネ ッ トワ
ー

クが 維持 され る こ とで 、カ ン トの 盲

う 「コ ペ ル ニ ク ス 的 転 回」が 生 じ る よ うに な り、

ネ ッ トワ
ー

ク に よ っ て 動員され た 世界 の 全体 が
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その 中心 を字義通 り回 りは じめ 、 その 中心 は周

辺 化 された 世 界 を遠隔操作 で きる よ うに なる。

しか し 、 そ うした コ ペ ル ニ ク ス 的転 回に よ っ て

自然 の 真理 を知 り、IU：界 を 遠隔操 作す る の は 、

計算 の 中心 に い る欧米 の 科 学者で あ っ て 、 そ の

末端や 中間 に い る人 間で は ない 。 末端 や 中間 に

い る入間 と非人間 はただ遠 隔操作 され る だ け で

ある。

　 また 、 ラ トゥ
ール が直接 に 論 じて い る わけで

は ない が、こ れ まで にみ て きた ように産業資本

制 の 市場 と国民 国家が テ ク ノ サ イ エ ン ス と溶け

込み 、一
つ の 切 れ 目 の な い ネ ッ トワ ーク に な っ

て い る の な らば 、 テ ク ノ サ イ エ ン ス と同 じ こ と

が市場 と国民 国家に つ い て も言 える だろ う。 こ

の ネ ッ トワ
ー

ク に組 み込 まれ た産 業資本 制の 市

場 が テ ク ノサ イ エ ン ス と絡 み合 い なが ら同 じ原

理 で 機 能 して い る の な らば 、そ の 拡 張に よ っ て

自由 な政 治 ギ体 に な る の は、 テ ク ノ サ イエ ン

ス の 場 合の 科学 者と同 じよ うに、資本を投 下 し

て ネ ッ トワ
ー

ク を拡張 した 欧米の 資本家で あ っ

て 、 その 末端や 中間に接 続 さ れた 人 間で は な い

こ と に な る 。む し ろ 、ネ ッ ト ワ ーク の 末端や 中

間に接続 された人間は伝統や 共 同体 の 束縛 か ら

解放 され て も、そ の 代わ りに市場 に従属 し て 搾

取 さ れ る よ うに な る だ けだ ろ う。お そ ら く、今

囗、 グ ロ ーバ リ ゼ ーシ ョ ン が 進展す る ili で 南北

格差 が深刻 に な り、 社会 の 管 理化 と監視化 が す

す ん で ゆ くこ との 理 由は こ こ に あ る，、

　 た だ し、こ の ネ ッ トワ ーク に よ る支配 と管理

と搾 取が 絶対的 なわ けで は な い
。 中心 と周辺の

力学 に 基づ く支 配 と管 理 と搾取 は あ くまで も

ネ ッ トワ
ーク の 内部 で の み 有効 な の で あ っ て 、

そ こ か ら一歩 で も出て しま えば、何 の 効果 もな

くな っ て し まう ［ラ ト ゥ
ー ル 1999 ： 197−205，

2008 ：41．7−・434］。 こ の こ と は 、こ の ネ ッ 1・ワ ー

ク の 典型的 な一部で あ る NORAD （北米航空 宇

宙 防衛 司令 部） を例 に 考 えれ ば 、す ぐに わ か

る 。 NORAD は 、そ の ネ ッ トワ
ー

ク に 繋が れ て

い る全 地球 の ミサ イ ル ・
サ イ ト、戦略爆 撃機、

戦 闘機 、迎撃 ミ サ イ ル 、監視衛 星、攻 撃衛 星、
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ポラ リ ス 原潜、空 母機動 部隊 の す べ て を 自由に

遠 隔操作で き、そ の 命令 は絶対 だが 、ポ ラ リ ス

原潜 の そ ば で ア ザ ラ シ を獲 っ て い る イ ヌ イ トを

遠 隔操作す る こ とは で きな い し、命 令 し て も鼻

で 笑われ る の が お ちだ ろ う 。
つ ま り、 こ の ネ ッ

トワ
ー

ク の 内 部で は 、中心 と周辺 の 力学 に よ る

支配 と管理 と搾取 は絶対的 だが 、そ の 支配 と管

理 と搾取 は面 的で は な く、 隙 間だ らけな の で あ

る 。

4　 グロ ーバ リゼ ーシ ョ ン の 真実 ：地球規模 に

　拡 が る ハ イ ブワ ッ ド ・モ ン ス タ ー

　 したが っ て 、 現 在 、 イ ヌ イ トが 直面 して い る

グ ロ
ーバ ル な環境 とは、近代 と い うプ ロ ジ ェ ク

トが は じま っ て 以 来、自然の 真理 を発 見 して 文

化 を 自山に 建設す る た め に 、欧米が 自らを中心

に 支 配 と管理 と搾取 の 網 の 目と して 拡張 して き

た 人 間 と非入 間の ハ イ ブ リ ッ ドなネ ッ トワ
ー

ク

に よ っ て 覆わ れ た 環境 であ る こ とに な る 。 しか

し 、 川村 ［2eo8 二 259−268］ が指摘す る よ うに、

も う
．一

つ 、こ の ネ ッ ト ワ ーク の グ ロ ーバ ル な拡

張 に 伴 っ て 、そ の 副産物 と して グ ロ
ー バ ル 化

した もの を 見逃 して は な らな い 。 そ れ は、 こ の

ネ ッ トワ
ー

ク の 拡張 の 過程で 人 間 と非人 間が 混

ぜ 合わせ られ て 生 み だ され、 ネ ッ 1・ワ ーク の 支

配 と管理 か ら溢 れ だ して 制御 不可 能に な っ た ハ

イブ リ ッ ド
・モ ン ス タ

ーで あ る 。

　 先に み た よ うに、近 代の 「文化／ 自然」の 二

元 論は こ の ネ ッ トワ
ー

ク の 拡 張を加速す る エ ン

ジ ン に な っ て きた が 、 そ の 前提 に は 、 文 化 と

肖然が異 なる 秩序 に従 っ て お り、入 間 と非 人問

を混ぜ 合 わせ て も、そ れ らの 秩序 が 変わ っ て し

まうこ とは な い とい う認 識 が あ っ た ，こ の 前提

が あ る ため に、近 代 の プ ロ ジ ェ ク トを推 し進め

る欧 米の 中心 は 人 間 と非人 間を 自由 自在 に組み

合 わせ る こ とが で き る よ うに な っ たが 、そ の 反

面 、ど ん な 人 間 と非 人 間の 組み 合 わせ も文化 と

自然 に影響 を与 え る こ とは な い と い う安心感か

ら、そ の 混合が 入 聞 と非 入間に 引 きお こ す影響

に 対 して 無 頓着 に もな っ て い っ た ． 「文化 ／ 自

然 」 の 二 元 論の 両極で 、入間 を代弁 ＝表象す る

政治家は 人問だ けの 社会 を 自山に 構築す る こ と

ば か りを考え、非人 間を代弁 ＝表象す る 科学 者

は 非人 間 の 自然 の 真理 を明 らか にす る こ とばか

りを考 え て きた 結果 、そ の 両極 で 文化 の 自由な

構 築 と 自然の 真 理 の 解 明 さえ実現 され る の で あ

れ ば、 どの よ うに人 間 と非人間 を組 み 合わせ て

ハ イ ブ リ ッ ドなネ ッ トワ
ー

ク を生 み だ して も よ

い こ とに な っ て しま っ た か らで あ る ［ラ トウ
ー

丿レ　2008 ：32−88］c

　 そ の 結 果、前節 で見 たよ うに、欧米 とい う中

心 で の 文化 の 自山 な建設 と 自然 の 真
．
理 の 探究 に

資す れば何 で もよ い と い うか たちで 、 こ の ネ ッ

トワ
ーク は 中心 以外 の 場所 の 人 間 と非 人間をの

べ つ ま くな しに樹辺化 しなが ら増殖 して拡張す

る よ うに な っ て い っ た ．しか も、実際に は ハ イ

ブ リ ッ ドなネ ッ トワ ーク を構 築 して 拡張 して い

る に もか か わ らず、政治家 は人間 の 社 会の 構築

だ け に責任 をもち、科学 者は非 人 間だ け の 自然

の 真理 を明 らか にす る こ と に責任 を もつ だ けな

の で 、実際 に 構築され て 拡張 され る ネ ッ トワ ー

ク に は誰 も責任 を もた な い こ とに な っ て しま

う。さ らに加えて、こ の ネ ッ トワ
ー

ク は人 間 と

非入 間の ハ イブ リ ッ ドで あ るた め 、人 間と も非

人問 と もつ か な い 特性 を もっ て お り、 その 構 築

と拡張 に 責任を もっ て 対
．
処 し よ うと して も、入

問 の こ とばか り考 える政 治 家に も、非入 問 の こ

とば か り考 え る科学者 に も、自らが構 築 した も

の で ある に もか か わ らず 、 不 可解 で 制御不 可

能な もの と して illlち現 れ る こ とに な っ て しま う

≡ラ ト ゥ
ー

ル 2008 ： 32−．88］。 こ う し て 、 こ の

ネ ッ トワ
ー

クは 、た とえ ば 今 R の 市場 の 振 る 舞

い の ように 、 誰が 責任 を もつ こ と もな い 不可解

で 制御 n〈　ti∫能 なモ ン ス タ ーと し て 暴走 する こ と

に な っ て しま o た わ けで あ る 、，

　 さ ら に 、こ の ネ ッ ト ワ
ーク は 人 間 と 非人 間 を

混 合す る 過程で 、商品や 機械装置、流 通や統 治

の ネ ッ トワ
ー

ク な ど、様 々 な人 問と非 人 間の ハ

イ ブ リ ッ ドな キ メ ラ を続 々 と生 産 し て ゆ くが 、

そ の キ メ ラ を生 産 す る ネ ッ トワ ークが不 可解で
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制御不可 能 なた め 、 そ の キ メ ラ も同 じ よ うに 不

可解で 制御不可 能な モ ン ス ターに な っ て し まう

［川村 2008 ：259−268］c．ラ トゥ
ール と川村

’
は 直

接 に論 じて い な い が 、そ う した 生 産物 の 中 で

も、 と くに ダ イ オ キ シ ン や PCB 、　 DDT 、フ ロ

ン
、 CO 、

の よ うな産業廃 棄物 や 副産物 とい うモ

ン ス ターは 大 きな問題 を引 きお こ して い る 。 今

日、 よ く知 られ て い る よ うに、そ うした産業廃

棄物 や副 産物 は 、 こ れ らを牛 産 した ネ ッ トワ
ー

クか ら漏 れだ して そ の 外 部へ 拡 散 し、そ の 生 産

者た ち の 意図や予 測 を超 え る影響 をグ ロ
ーバ ル

な規模の 環境 に 与 え つ つ あ り、そ れ らを生 産 し

た ネ ッ トワ
ー

クが点 と線 か らなる 隙間 だらけの

ネ ッ トワ
ー

ク で あ る の とは対照的に、そ の 隙 間

を埋 め る よ うに 面 的に拡 が っ て い る の で あ る 。

　 したが っ て 、 今 日 の イヌ イ トが直面 して い る

グ ロ ーバ ル な環境 とは 、 欧米 とい う中心 が それ

以外 の 場所 の 人間 と非 人間をの べ つ まくな しに

周 辺化 しなが ら支 配 と管理 と搾取 をすす め て ゆ

く国民 国家 ＝ 市場 ＝ テ ク ノ サイエ ン ス ・ネ ッ ト

ワ
ー

ク で 覆わ れ る と と もに 、その ネ ッ トワ
ー

ク

が 生み 出すハ イ ブリ ッ ド
・モ ン ス タ ー

に よ っ て

そ の 隙 間が満遍 な く覆われ て い る環境で あ る と

い うこ と に なる だ ろ う 。

　 こ の グ ロ
ーバ ル な 環境 で 重要 な の は、 こ の

ネ ッ トワ
ー

ク とそ の 産物の 二 つ が 複合 して い る

こ とで ある 。 もし、 グ ロ ーバ ル 化 したの が 国民

国家 ＝市場 ＝テ ク ノ サ イエ ン ス ・ネ ッ トワ
ーク

だ け ならば 、その ネ ッ トワ ーク で全 地球が 覆わ

れ 、 そ の ネ ッ トワ
ー

ク を通 して 周辺化 された人

間 と非人 間が グ ロ
ーバ ル に支 配 、管理 、搾取 さ

れ て い る と言 っ て も、その 支配 と管理 と搾取 が

有効 なの は 隙間だ らけの ネ ッ トワ
ー

ク の 内部だ

け な の で 、そ の 支配 と管 理 と搾取 に 対処 す る

の は難 し くな い
。 電話や イ ン タ

ー ネ ッ トの よ う

に 、 その 便利 な用途 に 合 わせ て 自分 に 都合 の よ

い と きに だ け接続す れ ば よ く、 接続 を 切 っ て そ

の 支配 と管 理 と搾取 か ら逃 れ る こ と もで きる だ

ろ う 。 しか し、ネ ッ トワ
ーク に よ っ て 生 み 出 さ

れ る ハ イ ブ リ ッ ド
・

モ ン ス タ
ー

は そ うは い か な
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い u ネ ッ トワ
ーク の 間隙 を埋 め る か の よ うに 、

の べ つ ま くな し に面 的 に 全 地球 化 す る か ら で

あ る 。 ホ ッ キ ョ ク グ マ もアザ ラ シ も、
ハ ン バ ー

ガ ー
は食 べ ず、 コ ーク も飲 まず、イ ン タ ー

ネ ッ

トに接続 もせ ず、デ ズ ニ
ー

ラ ン ドで 遊 び も しな

い が 、 そ れで も PCB と DDT は食 べ て しま うの

で ある 。

皿 　イ ヌ イ トは 何 を守 ろ う と して い る の

　か ？ ： イヌ イ トの 先住 民 運動の 意味

1　 ハ イ フ リ ッ ド ・モ ン ス タ ーへ の イ ヌ イ トの

　対応

　 これ まで に整 理 し て きた グ ロ ーバ ル な環境

の 状 況 が 顕 在化 す る よ うに な っ た の は、川 村

［2008」 が 指摘 して い る よ うに、1980年代末の

こ と で あ る 。 冷 戦が 終結 し 、 「壁 」が崩壊 す る

に伴 っ て 、人間 と非 入間の 流 れが制御不 凵∫能に

な り、 1ii場 が 暴走 をは じめ て 南北 格差が 深刻に

なる と と もに 、 地球環境 問題 と人凵 問題 と貧困

問題が表而 化 し、AIDS をは じめ とす る 様 々 な

新たな奇病な ど、撲滅 した はず の パ ン デ ミ ッ ク

が か つ て な い 規模で 復活 した 。 グ ロ ーバ ル に 張

り巡 らされた 国民 国家 ＝市場 ＝テ ク ノ サ イエ ン

ス
・ネ ッ トワ

ー
ク の 制御不可 能な特性が 顕 詐化

す る と と もに、そ の ．攴配 と管理 と搾取 の 暴力的

な特性があ か らさまに な り、 そ の ネ ッ トワ
ー

ク

の 隙 間を埋 め る ようにそ の 副産物の 河染物質が

面的に グ ロ ーバ ル 化 して環境閲題 を 引 きお こ し

て い る こ とが 明 らか に な っ たの で ある 。

　 もち ろ ん 、こ うした複合的 な グ ロ
ーバ リ ゼ ー

シ ョ ン の 波 は イ ヌ イ トに も襲 い か か っ て い る。

早 くは 16世 紀か らイヌ イ トは 欧米の 探検 隊や捕

鯨船団 の 断続的 な接 触 を受 け は じめ 、20世紀 に

人 っ て 毛皮交易に参入す る に伴 っ て 国民国家＝

市場 ＝テ ク ノ サ イ エ ン ス ・ネ ッ トワ ーク に 徐 々

に 接続 さ れ る よ う に な っ て ゆ き、1960年代の 定

住化 以後 に は 本格的 に 取 り込 まれ る よ うに な っ

て い っ た tJ

　 定住化以前 に は 、 イヌ イ トが こ の ネ ッ トワ
ー
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110 自 然 一文 化相 対 毛 義 に 向 け て

ク に接続す る の は、銃 や弾薬 、小麦粉、タ バ コ 、

お茶、 コ ーヒ ーな ど 、 自分 た ちが 必要 とす る も

の を手に 入れ る と きだ けで あ り、 接続 す る か ど

うか も選 択す る こ とが で きた 。 こ の 時代 に イ ヌ

イ トと の 毛皮交易 に従事 した ハ ドソ ン 湾会社の

毛皮 交易所員 は 、 イヌ イ トが毛皮交易 にあ まり

依存 す る よ うに な らなか っ た ため 、こ の 時代 の

末期 に な っ て も依然 と して、イ ヌ イ トが 「ハ ド

ソ ン 湾 会 社 の た め に働 く人 間」 （Hudson
’
s　Ba ＞

・

men ） に な っ て くれ る よ うに 望 み つ づ け て い

た と い う ［WENZEL 　 I991 ： 106−109］。 イ ヌ イ

トは 「コ ー ヒ ーや ビ ス ケ ッ トが 欲 し くな る ま

で は ア ザ ラ シ だ け の 生活 で 満足 し、そ う した

もの が 欲 し くな っ た と き に だ け、 パ ン グ ネ グ

ト ゥ ン グ （の 交易所） に行 くた め に 罠猟 を行 っ

た」 ［GoLDRING 　 L9861171 ；WENzEL 、19．　91 ： 108

よ り引用 ］ の で あ り、「ア ザ ラ シ と ク ジ ラ を さ

か ん に 獲 っ た が 、罠 猟 を あ ま りし な か っ た 」

［GoLDRING 　 1986 ：ユ71 ；WENzE 廴 1991 ： 109よ ｝）

引用 ］。 ま た 、カ ナ ダ連邦警察 の 犬橇警察隊や

人 類学者や 自然科学者が イ ヌ イ トを訪れ る こ と

があ っ て も、 その 訪問 はあ くまで 散発 的な出来

事 にす ぎなか っ た、，

　 と こ ろ が 、定住化す る よ うに な る と状 況 は逆

転 して しま う。 それ以前 は 、 季節周期 的な移動

生 活 の 中で 、食 べ もの な ど の 生活 資源 の 必要 に

応 じて野生 生物 と接触する の とち ょ うど同 じ よ

うに 、必 要に 応 じ て 国民 国 家 ＝ 市場 ＝ テ ク ノ サ

イエ ン ス ・ネ ッ トワ
ーク に 接続 する だ け だっ た

とい う意 味で 、極北 圏 に点 在す る ネ ッ トワ
ー

ク

の 端末 は イ ヌ イ トの 季節移 動生 活の パ タ
ー

ン に

取 り込 まれ て い た と言 える 。 しか し、官公 庁や

企 業や 生 協組 織 な ど を通 して ネ ッ トワ ーク に 常

時接続 された行 政村 落で 生 活す る よ うに な っ た

定住化 以後 は 、 逆 に イヌ イ トの 生活の パ ター ン

が ネ ッ トワ
ーク に 取 り込 まれ る よ うに な っ て ゆ

く。 定住化以 後 にすす んだ生活時 間 の 変化 に端

的 に あ らわ れ て い る よ うに ［岸 Ll993 」、狩猟 ・

漁 労な どの 生業活動 の 合間 な ど、自 らの 生 態的

な時間 の 都合に合わせ て ネ ッ トワ ーク に接続す

る の で は な く、学校 や 行政紐 織や 商業施設 な ど

が 従 っ て い る ネ ッ ト ワ
ー

ク の 時間に 自分 た ち

の 牛 活 をA わ せ ねば な らな くなる u こ うして 平

日 は賃金労働 を行 い 、ウ ィ
ーク エ ン ドや バ ケ

ー

シ ョ ン に生業を行う兼業が 増えて ゆ き、生業 の

合 問に 自分の 都合 に 合わ せ て ネ ッ トワ
ー

ク に接

続す る の で は な く、自 らが常時接 続 されて い る

ネ ッ ト ワ
ー

ク の 都合 に合 わせ て 生業を断続的 に

行 わね ば な らな くな っ て ゆ き、 以 後 、 本稿の 冒

頭 に示 した よ うに、ネ ッ トワ
ー ク に依存す る生

活に急 速に移 行して い っ た の で あ る 。

　 こ う した状 況が 進展す る に伴 っ て イ ヌ イ トは

危 機感 を募 らせ て ゆ くc た しか に 、ネ ッ トワ ー

ク へ の 常時の 接続 に よ っ て 生 活が 離 か に な っ

た とい う実感が あ り、ネ ッ トワ
ー

ク と の 接続を

切 っ て 定住化 以 前の 生 活に 戻る つ も りは なか っ

た も の の 「大 村 1998］、そ の 代償 に ネ ッ トワ
ー

ク に取 り込 まれ て 同化 され て し ま うこ とへ の 危

機 感が 大 き くな っ て ゆ く。 先住 民
．
運動 の リ

ー

ダ
ー

の
一
入で 「ヌ ナ ヴ トの 父 」と も呼ばれ る ジ ョ

ン ・ア マ ゴ ア リク （John 　Amagoalik ）が 当時 を

振 り返 っ て 語 っ た次 の こ とばに は 、 こ うした危

機 感が 示 されて い る／j

　「同 じ よ うに私 の 心をか き乱 した の は 、 イ ヌ イ ト

で は な い 入 々 が 北極 の 未来 と イ ヌ イ トの 木来 に つ

い て 論 じあ う会話を耳に す る こ とだ っ た。彼 らの

問 で は 、イ ヌ イ トは 民 族 と し て 生 き 残 る こ と は で

きない だ ろ うと い う点で 常に意見 が
一致 して い た ．、

彼 らが皆 、同意 して い た の は、イ ヌ イ トの 文化 と

言 語 は 〈消 え去 る だ ろ う〉、そ し て 、そ れ ら は た だ

記憶 の 中 に だ け残 り、博物館 の 棚 に 陳列 さ れ る だ

け だ ろ うと い う こ と だ っ た t 私 の 心 を さ ら に 一
層

か き乱 し た の は、〈イ ヌ イ トの 文 化 の 死〉 に つ い て

語 る と き 、 彼 らが あ ま りに も何気 な い とい う こ と

だ っ た。」 ［AMAGOALIK 　2000 ： 138］

　こ の こ とばにあ る よ うに、刃 70年代 に は、 イ

ヌ イ トが 国民 国家 ＝市場 ＝テ ク ノ サ イ エ ン ス ・

ネ ッ トワ ーク に 完全 に 取 り込 まれ て 同化 、 吸収
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され 、 その 末端に繋 げ られた 近代 的な個人 と し

て 自ら の こ とば も生活様式 も失 うこ とが 、カナ

ダ で は当然視 され て い た 。

　 さ らに 、 1970〜80年代 に なる と 、 科学者の 調

杏 に よ っ て、PCB や DDT 、重金属 類、放射能

核種な ど、こ の ネ ッ トワ
ー

ク に よ っ て 産 出 され

て 漏 れだ した汚染物質が極北 圏を汚染 しつ つ あ

る こ とが確 認 され、それ らの 汚 染物質が 極北 の

生 態系 と イ ヌ イ トに 与える影響 に つ い て 警 告が

発 せ られ る よ うに な っ た ［岸 卜 2002，2005ユ。

こ れ らの 汚染物質 は、北 1球 の 中低緯度地帯で

使 用 され て 廃棄 され た 農楽 や 廠業廃棄物 が 大気

循 環 に よ っ て 極北 圏 に 運び こ まれ 、
ユ ーラ シ ア

大陸 とアメ リ カ大 陸 とグ リ
ー

ン ラ ン ドで 囲 まれ

た内海で あ る北極 海 に徐々 に堆積 し 、 食物 連鎖

の H “，1に あ る 生物 に濃縮 され た か た ちで 蓄積 さ

れ る　［AMAP 　 1997 ；JENsEN，　ADARE ＆ 9．　TIEARER

l997 ；岸上 2002］．＝ 1990年代 に行 わ れ た野生 生

物 の 調査 とイヌ イ トの 健康 調査 に よ っ て 、こ れ

ら の 汚染物質が イ ヌ イ トだけで な く、ア ザ ラ シ

やホ ッ キ ョ ク グ マ か ら も高濃 度で 検 出 され 、 生

態系 とイ ヌ イ トに与 える深刻 な影響 が懸 念 され

る よ うに な っ た ［岸 上 2002］。 また 、極 北 圏で

もオ ゾ ン ホール が 確認さ れ 、CO2 が 原 因で あ る

と され る 地球の 温暖化 に よ っ て 極北 の 生 態系 と

イ ヌ イ トの 生活が 実際に影響を受け は じめ る よ

うに な っ て ゆ く ［岸 上 2002 ； KRupNIK ＆ JoLLY

2002］。 こ の よ う に 、 1980年 代 以 後 、 ネ ッ ト

ワ
ー

クが 産出 した ハ イ ブ リ ッ ド・モ ン ス タ
ー

が 、

恐怖の 大王 さなが らイ ヌ イ トの 頭上 に舞 い 降 り

つ つ ある こ とが 判 明 した の で ある 。

　 こ うした 状 況 に 対 し て イ ヌ イ トが 展 開 し て

き た の が、定住 化 以 後 に は じ ま る先 住民 運 動

で あ る 。 こ の イヌ イ トの 先住 民運動 で は 、 イヌ

イ トの 生活圏 の ヒ地 に対す る 土地権 、そ の 土地

で 狩猟 ・漁 労 ・罠猟 ・採 集 な どの 生 業 を行 う

生業権、自ら の 占語を話す言語権、 自ら の 子 供

を 自ら教 育す る教 育権 な ど の 束 で あ る先住民 権

を取 り戻す た め に 、
カ ナ ダ連邦政 府や 州政府を

相 重に 政 治 交渉 が す す め られ た u こ うした 交

上1⊥

渉 は 、 1975年の 「ジ ェ
ーム ズ湾お よび北ケ ベ ッ

ク 協定」や 1992年の 「ヌ ナ ヴ ト協定」 な ど、カ

ナ ダ連邦政府や 州政府 と の 政治協定に実 を結ん

で い っ た 。 また、こ うした イヌ イ トの 先住民運

動 の 母胎 とな っ た カ ナ ダ ・イ ヌ イ ト協会 （lnuit

Tapiht　Kanatami）や イ ヌ イ ト環極 北会議 （Tnuit

Circumpelar　Conference） をは じめ 、 イヌ イ トの

権益 を代表す る 団体 は、ほ とん どの 発雄源 が極

北 圏の 外 部 に ある環境 汚 染 に対応 す る た め に 、

1990年代以後 、カ ナ ダ内外 で活 発な活動 を展 開

し て きた ［岸．E　 2002．2005］。 と くに カナ ダ環

振 北会議 は NGO と して 国連 の 社会経 済理 事会

（Economic 　and 　Social　C ｛）uncil ）の IK 式 なオ ブ ザー

バ ーとな り、極 北 圏の 環境 問題 を引 きお こ して

い る残 留性 有機 汚染物 質 に関す る条約締結 など

の た め に 活発 な ロ ビー活動 を行 っ て きた ［岸上

2002］。

　 こ う した 先住 民 運動 の 経 緯 か ら明 らか な の

は 、イ ヌ イ トが 国民 国家 ＝市場 ＝テ ク ノ サ イ

エ ン ス
・ネ ッ トワ

ー
ク と の 接続を断ち切 っ て し

まお う と して い る わ けで は な く、 む しろ 、 そ

の ネ ッ トワ
ー

ク を逆 に利用 す る こ とに よ っ て 、

ネ ッ トワ
ー

クに 部分 的に取 り込 まれ る こ とを ll
一

受 しつ つ 、完全に 同化 され る こ と な く、自らの

A’語 や 文化な ど の 生 き方 を守 ろ うと して い る こ

とで ある 。 政治協定を通 して 先住民権を取 り戻

す に も、国 際機 関 に働 き か け る に も、国民 国

家 ＝市場 ＝」1 テ ク ノサ イエ ン ス ・ネ ッ トワ
ー

クに

接続する必 要が あ り、そ れ ど こ ろ か、そ の ネ ッ

トワ
ー

クが な けれ ば、極北 圏の 遙 か彼方の 外側

か らや っ て くる ハ イブ リ ッ ド ・モ ン ス タ ー
に対

処す る こ と 自体が 不 可 能で あ る 。 しか し、そ

の ネ ッ トワ
ー

クに完全 に同化 され て 吸収 され て

しまっ て は 意味が ない
。 だ か らこ そ 、 ヒ地権 や

生 業権、言語権、教 育権 な どの 先住民権 を奪 回

し、 ネ ッ トワ
ー

ク の 周辺 に取 り込 まれ て 搾取 さ

れ る 近代 的 な個 人で は な く、「イ ヌ イ ト」 で あ

りつ づ け る必要が あ っ た わ け で ある 。 こ の 意味

で 、こ の ネ ッ トワ
ーク に取 り込 まれ つ つ も、イ

ヌ イ トが 先住民運 動 を通 して守 ろ うと して い る
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の は、「イ ヌ イ ト 1 で あ りつ づ ける こ と で あ っ

た と言 えるだ ろ う 。

　そ れ で は 、 イ ヌ イ トが 守 ろ う として い る
「

イ

ヌ イ トで あ りつ づ ける」 こ とと は、 どの ような

こ と な の だ ろ うか 、，

2　 「大 地1 と の絆 ： イ ヌ イ トの 自信 を支 え る

　 オ
．一

トポ イエ ーシス な人間 と非人間 の ネ ッ ト

　 ワ
ー

ク

　イ ヌ イ トの 先住民 運 動で 強調 され た こ と に 、

「大地 と の 絆 1 と呼 ぶ こ とが で きる イ ヌ イ トと

「大 地 」 （nuna ） の
一
体的 な 関係が あ る 匚大村

2009a］，，次 の イ ヌ イ トの こ とば に あ る よ うに 、

大地 とは 、 人間 と野生 生物 を含 む極北 の 生態系

の 全 体の こ と で あ り、イ ヌ イ トで あ る と い うこ

とは 、こ の 大地 と の 絆 の 中で 生 きる と い うこ と

を意味 して い る 。

　「大地 は冷た く、広 大 で あ る。そ れ は 荒野 だ。容

赦が な い
、、 無慈悲で さえあ る ，， しか し、 大地 は 憩

い の 場 で もあ る 。生 命を育 み 、息づ い て い る。血

を流 す こ とす らあ る。そ れ は我 々 の 母な る 大地 の

一
部 で あ る 。 そ れ は美 し い

。 そ れ は 私 た ち の 文 化

を育 む，，私 た ち は そ の
・
部 で あ り、それ は私 た ち

の
一

部 で あ る 、、我 々 は
一

つ な の だ ．」 （「ヌ ナ ヴ トの

父」 と呼ば れ る ア マ ゴ ア リ ク の こ と ば ［AM へ GOAI ］K

200⊥　； 9 ］）

　 こ こ で注意 しなければ ならな い の は、 こ う し

た 大地 と の 絆 は 抽象的 な観念で は な く、次 の イ

ヌ イ トの こ とば に あ る よ うに 、狩猟 ・漁 労 ・罠

猟 ・採 集か らな る 生 業 の 実 践 を通 し て 築か れ る

現実の 関係 で あ る とい うこ とで あ る 。

　「生 業 は 一
般 的 な 意味 で の 職業 で は な L  生 業

は 生 き方 な の だ、生 き方 と して の 生業 に は、ハ ン

タ ・．一
の 指 針 と な る 具体 的 な ル

ー
ル と しきた りが あ

る 、，そ の よ うな不 文律 が、環境 との 相 関 関係 は ど

う で あ る べ きか を 教 え て くれ る．大 地 と の 関係

を断ち 切 っ て は な ら な い よ うに 私た ち は教 え ら れ

て い る、，イ ヌ イ トは 自然摂理 の
一

部に す ぎな い と

い う こ とを 常に 意識 し て い る 。尊厳、敬 意、そ

して 相 互 の 利 害 関係 を守 る こ と が行 動 の 指針 で あ

り、環境 的 な倫理 で あ る。」 （当時 イ ヌ イ ト野生生

物協会連 合 の 幹部で 、ヌ ナ ヴ ト準州 の 初代総監 に

な っ た エ グ ネ ッ ク の こ と ば ［ERNERK　 1989： 23 ；

WENZEL 　 l9911157 よ り引用］）

　つ ま り、イ ヌ イ トで あ る とい うこ とは、生 業

の 実践 を
．
通 し て 極北 の 生態環境 との

一
体的 な関

係 を大地 と の 絆 と して 維持 して い る とい うこ と

な の で ある 。 そ れ で は 、 こ の 生 業の 実践を通 し

て 維持 され る大地 との 絆 とは、 どの ような こ と

なの だろ うか 。

　す で に 別稿 ［大 村 2008，2009a，2009b］で

明 らか に し た よ うに 、大地 と の 絆 と は、極 北

の 環境 に生 きる 様 々 な種 の 野生生物 たちが 織 り

なす ネ ッ トワ
ー

ク に イ ヌ イ トが 隼業 の 絶え閙 な

い 実践 を通 して 参加 しなが ら、自ら の 文化 を紡

い で ゆ くこ とを指 して い る 。 その 大 地 との 絆 で

は、次の よ うな過程で 、様 々 な種 の 野 生生物 と

の 生 態的 な関係 とイ ヌ イ ト同士 の 社 会的な関係

が 不 断に 更新 され 、様 々 な野生 生物 が 取 り結 ぶ

生態 的な 関係 の 結節点の 一
つ として イ ヌ イ トの

社 会集 団が 生 成 され る c

　 まず、イ ヌ イ トが狩猟 な どの 生業技衛に よ っ

て 、野生 生物 の 個 体 と 「食べ もの の 贈 り手／受

け手」 と い う生 態 的な関係 に 入る と同時 に 、 そ

の 結 果 として手 に入 れた食べ もの な どの 生活 資

源 を イ ヌ イ トの 間で 分か ち合 うこ とで、 イ ヌ イ

ト同」：の 杜会 関係が 生成 され る ． そ して 、 そ う

した 生 活資源の 分か ち合 い に よ っ て 牛 じ た 社会

的 な関係 を通 して イ ヌ イ ト同士 の 協 働が 生 じ、

その 協働 を通 して イヌ イ トの 問に 生 業技術が 分

か ち合わ れ る よ うに な る 。 さ らに、そ の 生業技

術 の 分か ち合 い を通 して 蓄積 され て 錬磨 され る

生 業技術 に よ っ て 、「食べ も の の 贈 り手 ／受 け

手」 とい う野生 生 物 と の 生 態的な関係が新た な

個体 と の 間に よ り効率的 に 再生 産 され る こ と に

なる 。
つ ま り、 こ の 大地 との 絆 で は 、 イ ヌ イ ト
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とい う人 間と野生 生 物 とい う非人 間が生 業の 実

践 に よ っ て 結 び付 け られ 、自然 ＝文化 と して
・

体化 された人間 と非人 間の ハ イブ リ ッ ドな複合

体 で あ る大地 が生 成 され る の で あ る。

　 もち ろ ん 、 こ うした 循環 的 な過 程 で 生 成 さ

れ て 更新 され て ゆ く野生生物 と の 生態 的な関係

は 、一
種 の 野 生生物 に 限 られ る わ けで は な く、

様 々 な野 生牛 物種 と の 間に結 ば れ る 。 したが っ

て 、 イヌ イ トの 社 会集団 は、そ うした 複数の 野

生 生 物種 と循環的 に 更新 され る諸関係 の 結節 点

に生 成す る こ とに な る 。 また 、そ うし て イ ヌ イ

トと関係 を結ぶ 野生生物種 同士 も無関係な わけ

で は な く、相互 に生態的 な関 係 を結 び合 い 、そ

うして 結ばれ る生 態的 な諸閾係の ネ ッ トワ
ー

ク

の 結節 点 と して 、 それ ぞ れ の 群れ を生成 して い

る。 したが っ て 、イ ヌ イ トの 社会集団は、様 々

な野生 生物 の 群 れ の 結節点が 無数 に相互 連結 し

た ネ ッ トワ ーク の 中に 、そ の 結節点 の 一つ と し

て 溶け 込み つ つ 浮か び上 が る よ うに生成する こ

とに な る 。
つ ま り、 大地 と の 絆 とは 、 大地 と い

う様 々 な野生 生物 の ネ ッ トワ ーク に 、 イ ヌ イ ト

の 社会集団が 生業の 実践を通 して そ の 結節点の

一
つ と して 紅 み 込 まれ る こ とな の で あ る。

　 こ うした大 地 と の 絆 に特徴的 なの は、その 絆

に よ っ て生成す る イ ヌ イ トとい う人 間 と野 生生

物 とい う非人 問 の ハ イ ブ リ ッ ドな複含休が 、
マ

1・ウ ラ
ーナ とヴ ァ レ ラ ［1991ユ の 言 うオー トポ

イ エ ー
シ ス な シ ス テ ム に な っ て お り、生業が 循

環 的 に 実践 され る 限 りに お い て 自律的に 閉 じつ

つ 外 部 に開い た系に な っ て い る 点で ある 。 こ の

大 地 と の 絆 で は、そ れ ぞ れ の 野 生 生物 種 と の

生 態的 な 関係 と イ ヌ イ トの 社 会的 な 関係 は循

環的 に閉 じた系 に な っ て お り、 その 閉 じた系 の

中で 、食べ もの をは じめ とする 生活 資源 の 獲得

か ら社会関係の 調整 に い た る まで の 政 治
・
経済

の す べ て 、つ ま り生 活 の す べ て が 自律 的 に賄

え る よ うに な っ て い る 。同時 に 、こ の シ ス テ ム

は 、 野牛 生 物 との 生 態的 な関係 と イ ヌ イ ト同士

の 社 会関係 が循環 的に 生 成す る な らば、外 部か

ら何 で も取 り入 れ つ つ 自らを持続 的に 維持す る
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こ とが で きる 。 こ の こ とは 、 数々 の 極北 人類 学

者 が 指 摘 して きた よ うに ［e．g，，　FIENup−RIORDAN

1983 ；岸上 1996；Nu π AL 　 l992： ス チ ュ ア
ー

ト ／992，1995 ：WENzEL 　 l991］、 ス ノ ーモ ービ

ル な ど の 機械類が 導人 され た り、ハ ン バ ーガ ー

な どの 加工 食 品が 食べ られ る よ うに な っ た りし

て も、 生 業の 循環が途絶 える こ とが なか っ たた

め に 、様 々 な文化 の 変化 を経 て もなお イ ヌ イ ト

社 会の継続性が保 た れ て きた こ とに示 され て い

る。

　 こ の よ うに 大 地 と の 絆 が ど の よ うな も の か

が わか れ ば 、イ ヌ イ トの 自信が何 に基 づ い て お

り、イ ヌ イ トが 先住民運動 で 何 を守ろ うと して

い る の かが明 らか にな るだ ろ う。

　 た とえ国民国家 ＝市場 ＝テ ク ノサ イ エ ン ス ・

ネ ッ トワ
ー

ク に 取 り込まれ 、その 中で どん なに

周辺化 され 、 支配 、 管理 、 搾 取 され て い よ うと

も、そ の ネ ッ トワ
ー

ク とは 自律的 に作動す る大

地 との 絆さ え維持 され て い れ ば、そ うした 支配

と管理 と搾取 の ネ ッ トワ
ー

クか らい つ で も離脱

し 、 自律的 に作動す る 大地 と の 絆 の 系 の 中で生

活の すべ て を賄 うこ とが で きる 。 イ ヌ イ トに は

もう
一

つ の 選択肢 と して 大 地 と の 絆 に基づ く生

き方が確保 されて お り、い よい よ となれ ば、国

民国家 ＝lif場；テ ク ノ サ イ エ ン ス ・ネ ッ トワ
ー

ク と の 接続 を切 っ て しまっ て もイ ヌ イ トは生 き

て ゆ くこ とがで きる の で あ る 。 冒頭 に挙 げた二

つ 目の イ ヌ イ トの こ とば にあ る よ うに 、 国民国

家 ＝ 市場 ＝ テ ク ノ サ イエ ン ス ・ネ ッ トワ
ーク の

外 に出 て しまえば、イヌ イ トはその ネ ッ トワ
ー

ク の 主 の 自人 （qaplunaat ） に 屈 服 し て い る わ

け で は な く、大地 と
一

体化 した 「イ ヌ イ ト」 と

し て 自律 して い る の で ある 。

　 しか し、逆 に 言えば、そ の 大地 との 絆に よ っ

て 生活 を保障して くれ る大地 そ れ 自体が 国民 国

家 ＝市場 ＝テ ク ノ サ イ エ ン ス ・ネ ッ トワ ーク の

撒き散ら した ハ イブ リ ッ ド ・モ ン ス タ ーに よ っ

て 破壊 され た り、 大地 と の 絆 を絶 え間な く更新

す る た め の 生 業活動 が 規制 され て し ま っ た り、

生 業技術 の 共有 に 必要 なイ ヌ イ ト語が消 え去 っ
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て し まっ た り、生 業技術 を子 ど もた ちに伝 える

場が失 われて しまえば、大地 と の 絆 と い うもう

一
つ の 選択肢 も消え去 り、後 は た だ ネ ッ トワ

ー

ク に取 り込 まれ 、 支配 され 管理、され搾取 され る

しか な くな っ て しま う。 だ か らこ そ 、イヌ イ ト

は 国民 国家 ＝市場 ＝テ ク ノ サ イ エ ン ス
・ネ ッ ト

ワ ーク に働 きか ける こ と で 先 住民権 を奪回 し、

ハ イブ リ ッ ド・モ ン ス タ ーの 跋扈 を止 め るた め

に努力す る の で あ る 。 イ ヌ イ トが 先住民運 動で

守ろ うと した の は 、国民国家＝市場 ＝ テ ク ノ サ

イ エ ン ス t ネ ッ トワ ー
クか らい つ で も離 脱 し、

近代的な個人 と して 支配 され 管理 され搾取 され

る こ と を い つ で も拒 否す る こ とが で きる前提条

件 を確 保 しなが ら 、 大地 と の 絆 に よ っ て 自律 し

て 生 きる 「イ ヌ イ ト．1 で あ りつ づ け る こ とだ ・
二）

た わ けで あ る ％

N 　「自然 ＝ 文化相対 主義」に 向 け て　人類

　学 の 役 割 とその 可 能性

　 こ うした イ ヌ イ トの 自信 とそ の 自信 の 源で あ

る大地 との 絆を守る た め の 闘い か ら、私た ちは

今日 の グ ロ ーバ ル な環境で 生 き延 び る た め の 指

針 を い くつ か教 え られ る 。

　ま ず
一

つ に は 、臼ら の 生活 を 自律的 に維持す

る オ ー トポ イ エ
ー

シ ス な シ ス テ ム を維持 し つ づ

けて い れば 、 国民 国家 ；市場 ＝テ ク ノ サ イエ ン

ス ・ネ ッ トワ
ー

ク の 中で 支配 と管理 と搾取 を受

け つ つ も、そ の ネ ッ トワ
ー

ク に完全 に取 り込 ま

れ る こ と な く、 その ネ ッ トワ
ーク と交渉す る こ

とが で きる と い うこ と で あ る 。 ネ ッ トワ
ー

ク に

取 り込 まれ た 近 代的 な個 人 で あ る と同時 に、 も

う
．一

つ の 選 択肢 で あ る オ
ー

トポ イ エ ー シ ス な シ

ス テ ム で 生 きる 人間 、た と えば イ ヌ イ トの 場合

は 「イ ヌ イ ト」で もあ りつ づ ける とい う意味で

二 亟の 入格 を もつ こ とで 、そ の ネ ッ トワ
ー

ク の

奴隷 に な らず に すむ の で あ る 。

　 こ の 意味で 、湖 中 ［2006］ の 二 重 経済論 に 基

づ い て 小 田 ［2009］が 提案す る ：重社会 は 正 鵠

を得 て い る 。 ただ し 、 そ の r 重社会 にお い て重

要な の は 、 国民 国家 ；市場 ；テ ク ノ サ イ エ ン

ス
・ネ ッ トワ

ー
ク とは 別の もう

一
つ の 選択肢が、

イ ヌ イ トの 大 地 との 絆の よ うに、そ の ネ ッ ト

ワ ークか ら自律 し て 作動す る オー トポ イエ ー シ

ス な シ ス テ ム と し て 、生 活 資源の 調達か ら社会

関係 の 調整 に い た る政治 ・経済 の 全般 に わた っ

て 自律的 な生活 を保 障 し て い な けれ ば な らな い

こ と で あ る 。 こ れは 、ハ ン バ ーガーの グロ ーカ

リ ゼ ー
シ ョ ン の よ うに ネ ッ トワ

ー
ク の 内部で バ

リ エ
ー

シ ョ ン が 増 える こ ととも、国民 醒家の 福

祉 政策 に よ っ て セ ー
フ テ ィ

・ネ ッ トを整 備す る

こ と と も異なる こ と で あ る 。 そ れ ら は あ くまで

もネ ッ トワ
ー

ク の 内部で の こ とにす ぎな い 。必

要 なの は 、 ネ ッ トワ
ークとは 自律 して 作動す る

オ
ー

トポ イ エ ーシ ス な シ ス テ ム に よ っ て 、ネ ッ

トワ
ー

ク に依存 しな い 生活が 叮能で ある こ とな

の で ある 。

　 さ らに 二つ ilとして 、こ うした 自律 的 なオ
ー

トポ イエ
ー

シ ス な シ ス テ ム を守るた め の イ ヌ イ

トの 闘 い か ら、 もう一つ 重要 なこ とを教 えられ

る、、それ は、現在 の グ ロ
ーバ ル な環境 に あ っ て

は、欧米 と い う中心 に よる 艾配 と管理 と搾取 を

逃 れ る た め に 国民 国家 コ 市場 ＝ テ ク ノ サ イエ ン

ス ・ネ ッ トワ
ー

ク と の 接続 を切 っ て し まうこ と

は 、逆 に 自らが そ の ネ ッ トワ
ー

ク に 取 り込 ま れ

る こ と を加速 し て し まうこ と に な りか ねな い と

い うこ とで あ る 。 こ の ネ ッ ト ワ
ー

クが 撒 き散

ら して い る ハ イブ リ ッ ド ・モ ン ス タ
ー

が ネ ッ ト

ワ ーク の 隙間 を埋 め る よ うに画 的に 全地球 を制

圧 しつ つ あ るか らで ある 。 自律 した生活 を保 障

す る オ
ー

トポ イ エ ー
シ ス な シ ス テ ム が ハ イ ブ

リ ッ ド ・モ ン ス タ
ー

に よ っ て 破壊 され て し まえ

ば 、 そ の ネ ッ トワ
ーク に取 り込 まれる 以外 に 選

択肢が な くな っ て しま うLtそ の よ うな帰 結を避

け る た め に は 、 イヌ イ トが行 っ て い る よ うに 、

そ の ネ ッ トワ ーク に 接続 して そ の 中心 に働 きか

け 、
ハ イブ リ ッ ド

・モ ン ス ターの 氾 濫 を押 さ え

ねば な ら な い 。

　 実際、国民国家 ＝市場 一テ ク ノ サ イ エ ン ス ・

ネ ッ トワ
・一一

クが 欧米の 中心 に よ る世界の 支配 と
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管理 と搾取 の ため の ネ ッ トワ
ー

ク で ある こ と

に 疑 い はな い と は い え 、 その ネ ッ トワ ーク に接

続す る こ と で 様 々 な利便が手 に 入る こ と もた し

か な こ とで ある 。 こ の ネ ッ トワ
ー

ク は飛行機 を

飛 ば し、 様 々 な便利 な機械を生 み 出 し 、 グ ロ ー

バ ル な規 模 で 人間 と非 入間を結 び付 けて 、そ の

交流 を促進 して きた 。 イヌ イ トが国際機 関で ロ

ビー活動 を行 う こ とが で きる の も、 こ の ネ ッ

トワ ーク の お か げで ある 。 しか し、 こ の ネ ッ ト

ワ
ー

ク は 「文化 ／ 自然 」 の 二 元論 をエ ン ジ ン に

無際 限 に暴 走 し なが ら、無数 の ハ イ ブ リ ッ ド
・

モ ン ス タ
ー

を撒 き散 らす こ と で 、グ ロ ーバ ル な

環境 問題 を引 きお こ し、 ネ ッ トワ ーク の 外 側 に

ある オ
ー トポ イエ

ー
シ ス なシ ス テ ム に脅威 を与

え て い る 。

　 したが っ て 、 現在 の グ ロ
ーバ ル な環境 に お い

て重 要なの は 、 国民 国家 ＝市場 蔦テ ク ノ サ イ エ

ン ス ・ネ ッ ト ワ
ー

ク が
．一

元 的 に 展 開 す る の で

は な く、 た とえば イ ヌ イ トの 大地 と の 絆 の よ う

に 、ネ ッ トワ
ー

ク の 外側 に ある オ
ー

トポ イ エ
ー

シ ス な シ ス テ ム が ネ ッ トワ ーク と共存す る こ と

がで きる よ うにする こ とで あ る 。 埋 想的 に言 え

ば 、 ネ ッ トワ
ー

クに接続 され て い るすべ て の 人

聞が 、それぞれ にそれ ぞ れ の 自律的 な生活 を保

障す る オ
ー

トポ イ エ
ー

シ ス な シ ス テ ム を保 持

し、近代的 な個人 として の 生活 と は別の もう
一

つ の 生活 を二 重 に送 る こ とが で きれ ば、 ネ ッ ト

ワ ー ク の 利便性 を活か しつ つ 、ネ ッ ト ワ ーク の

奴隷 に な らず に す むこ とだ ろ う。

　 こ の ときに重要 なの は 、国民 国家 ＝．
市場 ＝テ

ク ノ サ イ エ ン ス ・ネ ッ トワ ーク も、そ の 外部 で

自律 的に 作動す る オ ー トポ イ エ ーシ ス な シ ス テ

ム も、「文化 」 で も 「自然 」で もな い 人間 と非

人 間の ハ イブ リ ッ ドな複合体で あ る こ と を し っ

か りと認識す る こ と で あ る 。
こ れ が イ ヌ イ トの

闘い か ら教 え られ る r つ 目の こ とで あ る 。 国民

国家 ＝市場 ＝ テ ク ノ サ イ エ ン ス ・ネ ッ トワ ーク

は 長大 なネ ッ トワ ーク で グ ロ ーバ ル に 展開す る

．一．・
方で 、 イ ヌ イ トの 大 地 と の 絆 の よ うなオ ー

トポ イエ ーシ ス なシ ス テ ム は
一

つ の 系 に 閉 じて
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しまうが 、 どち らも人間 と非 人間 を結び付 けた

「自然 ＝文化 」と して 生 成 され て い る 。 したが っ

て、国民 国家 ＝ ］］i場 ＝ テ ク ノ サ イ エ ン ス ・ネ ッ

トワ
ーク とオ

ー
トポ イエ ーシ ス なシ ス テ ム の 共

存 の あ り方を探る と い うこ とは、一
つ の 「自然」

の 上 に様 々 な 「文化」が 共存す る n∫能性 を探 る

と い うこ とで はな く、 人間 と非 人間が 「文化 ＝

自然」 と して 結 び付 け られ た複合体 が共 存す る

可 能性 を探 る と い うこ と にな る 。

　 こ の 意 味 で 、今 H の グ ロ ーバ ル な環境 で 必

要 と さ れ る の は、 ラ ト ゥ
ー

ル ［ラ ト ウ
ー

ル

2008 ；LArouR 　 2002，2004］ が主 張 して い る よ

うに 、

一つ の 「自然」の 上 に多様な 「文化」が

構 築 され る とす る 「文化相対主 義」で は な く、

人間 と非人 問が繋が れ て 生 成 され る 人間 と非 人

間の 複合体 と して の 「自然 ＝文化」が 多様 で あ

る とする 「自然 ＝文化相対主義」で あ る と言 う

こ とが で きる だ ろ う。 そ うした 白然 ＝文化相対

主 義 に 基づ い て 、自然 ＝文化 の 複合体 の
一

つ と

して 国民 国家 ＝市場 ＝テ クノ サ イ エ ン ス
・ネ ッ

ト ワ ーク をと らえ 、 イ ヌ イ トの 大地 と の 絆の よ

うに 、 それ以外 に ど の よ うな 自然 ＝文化 の 複 合

体 が あ りうる の か 、そ して 、そ れ ら様 々 な 自然

＝文化の 複合体の 共存が ロ∫能で あ る た め に は 、

ど の よ うな条件 が 必要な の か を考 える 必要が あ

る の で あ る
S ！

。

　 お そ ら く、 こ うした 「自然 ≡ 文化相対主 義」

に基 づ い て 多様 な 自然 一文 化 の 複 合体 の 共存

の 可 能 性 に つ い て 考 え て ゆ くに あ た っ て 、人

類学は重 要な役割を果たす だろ う。ラ ト ゥ
ール

［2008］ が 指 摘 して い る よ うに 、 人類 学 者 は 、

た と え様 々 な理論 的 な立 場 ご と の 違 い は あ れ 、

また 、 論 文 を書 くと きに は 「自然 」 と 「文化」

を分け る こ ともあ る とは い え、フ ィー ル ドワ ー

ク の 現場 で は 「自然 ＝ 文化」の 全 体 を扱 っ て き

た か ら で ある 。 もちろ ん 、その 際 に は 、 こ れ ま

で 人類 学者が 提唱 して きた 「た っ た
．・
つ の 自然

と た くさん の 文化」 と い う 「文化相対 キ義」 を

深化 さ せ 、「人問 と非 人 聞の ハ イ ブ リ ッ ドな複

合体 の 多様性 」 と い う 「自然 ＝文化相 対主 義」

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Society of Cultural Anthropology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Sooiety 　 of 　 Cultural 　 Anthropology

116 自 然＝∫匸イ匕季H対 主 義 （・二1白Jlナ
．
ぐ

の 立 場 に立 た ね ば な らな い 。 そ し て 、そ の 新 た

に深 化 さ れ た 自然 ＝ 文化相対主 義に 基づ い て 、

様 々 な 自然 ＝文化 の 複合体が 共存す る 可能性 を

探 りなが ら、国民 国家 ＝．
lii場 ＝テ ク ノ サ イ エ ン

ス ・ネ ッ トワ
ー

ク の 利便 を活 か しつ つ 、そ の 奴

隷 とな り果て な い ため の 二 重 自然 ＝文化 複合体

が成 立す るた め の 条件 を探 る とい う役割 が 課 さ

れ る こ とだ ろ う。 今日 の グ ロ ーバ ル な環境 にお

い て 、 人類 学 に はか くも重 い 任 務が 課 され て い

る の で あ る。

注

1 ）本稿で は、「社会 ・文化」 とする と記述が 煩雑

　に な る の で 、「文化」 を 「社 会 1も含 め た生 活様

　式 全 般 と い う広 い 意味 で 使 い 、文化 の 中 で も 社

　会組織や社会制 度に つ い て 指す場合に の み 、 社

　会 を文化の ド位概念 と し て 使 うこ と に す る 。

2 ）こ の
一

連 の ラ ト ゥ
ー

ル の 議 論 で は 、考察 が 不

　 卜分 な部 分が あ る も の の （注 3 参 照 ）、 198（〕年

　代 の 科学技 術研 究 の 成 果 に 基 づ い て
’
、現在 の グ

　 ロ ーバ リ ゼ ー
シ ョ ン と い う現 象を 可 能 に し て い

　 る テ ク ノ サ イ エ ン ス の 実践 を核に、社 会、文化 、

　 政 治、経済 に 分 け る こ とが で きな い グ ロ
ー

バ リ

　 ゼ ーシ ョ ン の 物質的側 面 と非物質的側 面 の 全体

　が 束ね ら れ て い る様子が 浮 き彫 りに さ れ て い る

　 の み な ら ず ［ラ ト ゥ
ール 1999，2007］、そ の グ

　 ロ ーバ リゼ ーシ ョ ン を駆動 して い る 「近代」 の

　論理 に つ い て 、他 の 文化 の 論理 との 比 較 を考慮

　 に 人 れ た 理 論 的 な 考 察 が 行 わ れ て い る ［ラ ト ゥ
ー

　 ル 2〔〕08］、，
こ の ラ ト ゥ

ール の 議論 は 、 現 在 の グ

　 ロ
ーバ ル な環境 の 特質で ある テ ク ノ サ イ エ ン ス

　 を 基軸 に グ ロ ーバ リ ゼ ーシ ョ ン を 全 体論 的 に 俯

　 瞰 した お そ ら く唯
一

の 議 論 で あ る と と もに、検

　 討 の 対 象 が 欧 米 に 限定 さ れ が ちな科 学技 術 研究

　 に あ っ て 、テ ク ノ サ イ エ ン ス と は 異 な る 実践 と

　 の 比 較を念頭 に お い た お そ ら く唯一
の 議論で あ

　 り、テ ク ノ サ イ エ ン ス σ）実践 を基 軸に 展開 し て

　 き た 「近 代」 の グ ロ
ー

バ リ ゼ
ー

シ ョ ン を 相対 化

　す る 可能 性 を秘 め て い る 。イ ヌ イ トが 直面 し て

　 い る グ ロ
ーバ ル な環境 の 特 質 に つ い て 、本稿が

　 ラ トゥ
ー

ル の 議論 に 基 づ い て ス ケ ッ チ を試 み て

　 い る の は 、そ
’
の た め で あ る 。

3 ） ラ ト ゥ
ー ル の 議 論 で は 、そ の 焦 点 は テ ク ノ

サ イ エ ン ス に あ り 、 国民 国家 と 市場 に つ い て は

　TF．面か ら検 討され て い な い た め 、そ れ ら の メ カ

ニ ズ ム に つ い て の 議 論 は 十 分 で は な い 、，川 村

　［2008］ は、そ の 国民 国家 と市 場 の メ カ ニ ズ ム に

つ い て ラ ト ウ
ー

ル の 議 論 に 忠実 に 沿 っ た補足 を

　行 っ て い る、，

4 ）そ もそ も、マ ル ク ス や モ ース の 議論に 某 つ い

　て 今村 ［e．g．．2000．2007］が 指摘 し て き た よ うに、

労働力 と生 産手段 を切 り離す産業資本制の展 開

　に伴 っ て 、今村が 「入 格的所有」 と呼ぶ 「共 同

体 ＝モ ノ 」 の
．一

体化が 解 体さ れ 、人 間 が 共 同体

　か ら切 り離 され なけれ ば 、 ル ソ
ー

や ホ ッ ブ ス が

社 会契約 の 論理 的 な出 発点 と す る 孤 “llした 個 入

　な ど あ りえない 。

5 ）グ ロ ーバ リ ゼ ーシ ョ ン と い う現象 を支 え て い

　る テ ク ノ サ イ エ ン ス に つ い て の 考察が不 十分で

　あ る と は い え、ネ グ リ とハ ー ト ［20051 は 市場

　と国民国家の 密接な関 係に つ い て ダ ボ ス 会議を

　例 に 「い か な る 経済市場 も政 治的秩序や 規制 な

　 しに存在す る こ と は で きない
」 （ネグ リ、

ハ ー
ト

　2005 ； 274） こ とを指摘 し、今 日に お い て も産業

　資本制 の 市場は 同民 国家 の 権力に よ っ て 支え ら

　れ て い る こ と を明 ら かに して い る 。

6 〕ラ トゥ
ー

ル は 「自然 」に対 して 「社 会」 と 「文

　化 」の 両方 を使 っ て お り、社 会 は社 会組織 や 社

　会 制度 を、文 化 は 観 念体系を指 し て い る。文化

　を社会 も含む生 活様 式全般 と い う意 味で 使 っ て

　 い る 本稿 で は、ラ ト ゥ
ール の 社 会 と 文化 の 両 方

　 を合わ せ て文化 と呼ん で い る 。

7 ）もち ろ ん 、イ ヌ イ トは 大地 と の 絆 を守ろ うと

　 し て い る の で あ っ て 、今後 も 守 っ て ゆ け る か ど

　 うか は わ か ら な い ，，そ の 危機感が 強 い か ら こ そ 、

　現 在、 イ ヌ イ トは 別 稿 ［大村 2009a亅 で 紹介 し

　た よ うな 様 々 な 試 み を 展 開 し て い る、，本稿 の 冒

　頭で 示 し た イ ヌ イ トの 自信が 単な る 心 意気に 終

　 わ る か 否か は、そ うし た イ ヌ イ ト の 試み の 成否

　 に よ る だ ろ う、，そ の 成 否 の 可 能 性 を含め 、こ こ

　 で 示 し た 自律 と依存 の 共 存の 司 能性 に つ い て 、

　 今 後 も追跡 し て ゆ か ね ば な らな い 。もち ろ ん、

　本文 で も指摘 した よ うに、 イヌ イ トは 国民 国 家

　 ＝市 場 三テ ク ノ サ イエ ン ス ・ネ ッ トワ
ー

ク に 接

　 続 し た 今 H の 生 活 を 評価 し て 享受 して お り、か
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つ て の 生 活に 戻る つ も りは な い ど こ ろ か 、 高度

消 費社会 に ど っ ぷ り と漬か っ て い る と言 っ て も

過言 で は な い 。 また 、若者 た ち の
一

部 に 生 業 ば

なれ の 現象 も見 られ る 。 しか し、現 在 で も生 業

の た め に 必 要 な技 術 は依 然 と して 確 実 に継 承 さ

れ て お り、た と え 国民国家 ＝市場 ＝テ ク ノ サ イ

エ ン ス ・ネ ッ トワ
ー

ク と の接続 が切 れ て も、そ

の 接続以 前 の 生業 を実施 す る こ とは可 能 で あ る

　と考 え ら れ る 、t た だ し、イ ヌ イ トの 間 で もし ば

　し ば話題 に の ぼ る 人 卩規模 の 問題 は別 で あ る。

私が 知る 過去20年に 限 っ て も、近代医療 の 導人

に よ っ て イ ヌ イ トの 人 「1は 倍増 し て お り、そ の

入 口 規模 を か つ て の 生 業技 術 だ け で 支えら れ る

か ど うか は 疑問 で あ る 。

8 ）こ の 白然 ＝文化 相 対 主義 は、地 球環 境 問題 に

対 し て 重 要な視 点 の 変 更 を求め る こ とにな るだ

ろ 5，，こ の 視点 で は、地球 と い う
一

つ の 自然 に

対 し て 様 々 な文化が そ れ ぞ れ の や り方で相 互作

川 し て い る わ け で は な く、多様な 自然 ＝文化が

全 地 球規模で 相互 に 影響 を 与え 合 っ て い る と い

　うこ とに な る 、， し た が っ て 、 地 球環 境閊 題 は 、

　人 間が 地 球 と い う一
つ の 環境 を守 っ た り管理 し

た りす る こ と で は な く、地 球 規模 で 存在 す る 多

様 な 白然 ＝文化 が相互 に共 存 し合 うこ とが で き

　る よ うに 調．整 し合 うとい う こ と に な り、「た っ

　た
．．・

つ の 地球 を守れ」 と い うか け声 の も と に
一

　つ の 自然 ＝文化 が別 の 白然 ≡文化 を抑 圧す る こ

　と は で きな くな る e た っ た
一

つ の 地 球環境 とい

　う発想 に 立 っ て い る場合 、 ラ トゥ
ール ［LA 丁OUR

2002，2004］が 指摘す る よ うに 、地球環境問題

　へ の 対
．
処 は 、そ の 地 球環境 に つ い て の 真理 を 知

　る と称 す る テ ク ノ サ イ エ ン ス の 専 制 に陥 りや す

　い が、自然 ＝文 化相 対 主義 の 視 点 は そ うし た 専

　制 を予防 して くれ る だ ろ う、，

参照文献

AMAGQAL 且K，　Jose

　 2000　 Wasteland　 ofNobodics ．　 lm　 t）ITunavut：　 Jnuit

　　　　Regain 　Control 　of
’
　Their　Lands 　 and 　Thei厂

　　　　乙ives．亅．　DAHL
，
」．　IllcKs　and 　P．　JuLl （eds ．），

　　　　pp．138
− 141，IWGIA ．

　 200 ｝　 What　is　This　Land？ In　77i．e 擬冫ice，s　ofthe 　Natives．

　　　　H −L．BLoHM （cd ．）．pp．9
−10．　Penumbra 　Preg．　s．

li7

AMAP （Arctic　Monitoring　and 　Assessments　Program）

　1997　Aretic　Pollution　lssues．’浸 State〔ゾ廨 ル ℃ tic’

　 　　 　Environment 　RetJort．　AMAP

BRODy ，　Hugh

　 l976　Lalld　Occupancy ；lnuit　Pcrじcptions ，　In　Report「

　　　　Jn　uit 　Land 　Use 　and 　Occupancy 　Project　Vo1．

　　　　1．M ．　M ．　R ．　FREEMAN （ed ．）．pp．185
−242．　De −

　 　　 　partment　ef 　lndian　and 　Northcrn　Affairs．

ERNERK ，　Peter

　 1989　Presentation　 in　the 　 session 　
‘
Environmental

　　　　　　　　　　　　　　　 り
　　　　Ethics　and 　Wildli’fe　Harvesting

’
．ln　A　gttestion

　　　　〔ヅR19乃翻 ・VO 」
’them 峨 ’4ど婬 Managernent 　and

　 　 　 　 the　Anti−llarve｝st　 Movement ．　R ．　KEI「11H　 and 　A ．

　　　　SAuNDERs （edg．．），pp．22
−25，　Canadian　Ar じtic

　 　 　 　 Resources　Commiltee，

F【ENUP −RIORDAN ，Ann

　 l983　 Tlia　lV
’
etsonlSlandEh

’kimo ，ALaska 　Pacific　Uni−

　　　　 versity 　Press．

GN （Government 　ofNunavLlt ）

　玉999Repor げPom ’加 September ／nuit 　9 α ゆ 脚 ノα 一

　　　　itsgangit　Mortcs’hop．〔：LEY ．

G 〔〕LDRING ，　Philip

　 1986　1nuit　Economic 　Responses 　to　Euro −American

　 　　 　 Contacts： Southeast　Ba丘in【sland ，1924−］940．

　 　　 　 Historicai　Papers ／　Conimunicati θ ns 　Histo−

　　　　 riques ．　pp．146−172．

JENsEN，〕，，K．．　ADARE 　and 　R ．　SHEARER

　 1997　 Canadian 　Arctic　 C θ ntaminani
’
s　A ．s’ses ，s’ment

　　　　Report ．　Department 　 of 　lndian　Affairs　 alld

　　　　Northem 　Developmcnt ，

川村　久美 子

　 2008　 i訳者解 題 ：普遍主義が もた らす危機」 「虚

　 　　 　 構 の 「近代」』 B．ラ トゥ
ー

ル 著、川村久美

　　　　于 訳、pp．255
−320、新 評論 、

岸 L 伸 啓

　 1993　「生活 時間 を通 して み る カ ナ ダ ・イ ヌ イ ッ

　　　　 ト社 会の 変化 に つ い て 」『環極北文化 の 比

　　　　較研 究』 岡 田 宏明 （編 ）、pp．41−54、北 海

　 　　 　 道 大学 文学 部。

　 1996　 「カ ナ ダ極 北地域 に おけ る 社 会変 化 の 特質

　 　　 　 に つ い て 1「採集狩猟 民 の 現在⊥ス チ ュ ア
ー

　　　　 ト ヘ ン リ （編）、pp」3−52、言叢社 。

　 1998　「極北 の 民 ： カ ナ ダ ・イ ヌ イ ッ 回 弘文 堂 、t

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Society of Cultural Anthropology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Sooiety 　 of 　 Cultural 　 Anthropology

Li8 自然 ＝文 化 枳対 主義 に 向 1†て

　2002 　「カ ナ ダ 極北 地域 に お け る 海洋資源 の 汚 染

　　　　問 題 ．1 「国 立民 族 学 博物 館 研 究 報 告』27

　　　　（2 ）：237−281D

　2005　『イ ヌ イ ッ ト ； 〈極北 の 狩 猟民 〉 の い ま』

　　　　中公 新書、，

1棚 」 真哉

　2006　『牧畜
．
二重経済 の 人類学 ： ケ ニ ァ

・サ ン プ

　　　　ル の 民族誌的研 究』 世 界思想社 。

KRUI 　NIK ，　tgor　and 　Dyanna 　JOUY （cds ．）

　 2002　　Tli召 Ea 厂th　I8　ffa∫ter　No −
’．　Arctic　Rcsearch

　 　 　 　 Consortium 　ofUnitcd 　Slates．

今村　仁司

　 2000　『交易す る 入間』講談社 。

　 2007　 1「社 会性 の 哲学」岩波書 店。

LATC｝UR
，
　Brun （＞

　 2｛）02　險 r で丿μ 28 凧 丿ア鯖 ．・Plhat‘abo 　ttt　Peacc？
　1？　Princk−

　　　　ly　Paradigm　Pr轜 ．

　 2004　！
’
oliti 〔み岡 〆愉 ∫〃厂e 」 How 　to　Brin9　the　Sciences

　　　　翻 で，De 脚 α η α Harvard 　University　Press．

ラ トゥ
ー

ル 、ブ ル
ー

ノ

　 1999　 『科学 が つ くられ る とき ： 人類学 的考察 』

　 　　 　 川崎勝 、高田紀代志 訳、産 業図書 1，

　 2007　『科学論 の 実在 ：パ ン ドラ の 希望』 川崎勝 、

　　　　可
Z川秀幸訳 、産業図省：。

　 2008　 「虚構 の 「近代 1：科学人類学は警告す る』

　　　　川 村久美子 訳、新評 論，、

マ ト ウ ラ ーナ、H ．R ．、　 F．」．ヴ ァ レ ラ

　 1991　『オ ー トポ イ エ ーシ ス ： 生命シ ス テ ム と は

　　　　な に か』河本英夫訳 、国 文社 。

M 八xwELL ．　MoreaLしS．

　 1985 　Prehistθ r．i．
’
qf　tlte　Ea、s’tern 　Arctic．　A．cademtc

　 　 　 　 Pre只s．

M 〔〕GHrF，　Robert

　 ig78　 Cα naaTi ‘ln ／lretic　P 厂餉 〜∫’r〃二y．　Van　Nostrand 、

　 　 　 　 Re 亘nhold ．

ネグ リ、 ア ン トニ オ 、 マ イケ ル
・ハ ー

ト

　 2005　「マ ル チ チ ュ
ー ド ： 〈帝国〉時代 の 戦争 と

　　 　　民 主 主 義」 幾 島幸子 訳、水 嶋
一

憲 ・市田

　　　　良 彦監修 、 口本放送 出版協 会 。

卜lUTTALL，！＞iark

　 1992　Arctic　Homeland ．　University　efToronto 　Press．

大村 　敬
一

　 1998　「カ ナ ダ ・イ ヌ イ ト の 凵 常 生 活に お け る

　　　　 自己 イ メ ージ 」『民 族學研 究163 （2 ）；

　　 　　 崖60−170。

　 2008 　「か か わ り合 う こ と の 悦 び ： カ ナ ダ ・イ ヌ

　　　　 イ トの 環境 の 知 り方 とつ きあ い 方」 『環境

　　　　民俗学』山泰幸 、川 出牧人、古川彰 （編）、

　　　　PP．34
−57、　昭不口堂 、｝

　 2009a 「イ ヌ イ トは 何 に な ろ う と し て い る の

　　　　か ？ ： カ ナ ダ ・ヌ ナ ヴ ト準州 の 耳Q 問題 に

　　　　 み る先住民 の 未来」 「先住民 と は誰か ？J］

　　　　窪田幸子編、pp．155−178、世界思想社。

　 2009b 「集団 の オ ン ト ロ ギ ー ： 〈分か ち合 い 〉 と

　　　　 生 業の メ カ ニ ズ ム 」［集団 ：人類社 会の 進

　　　　化 』 河 合香 吏 （編 ）、 pp．10L−122、京大出

　　　　 版会 。

小 出　亮

　 2009 「〈二 重社 会〉 と い う視 点 と ネオ リ ベ ラ リ

　　　　 ズ ム 」 『文化人類学」 74 （2 〕：272−292、、

ス チ ュ ア
ー

｝、ヘ ン リ

　 19．　9．　2 　「定住 と生業 ： ネ ッ リ ッ ク ・イ ヌ イ ッ トの

　　 　　 伝統 的 生 業活動 と食生 活 に み る 継 承 と変

　　　　 化」「第六 回北方民族 文化シ ン ポ ジ ウ ム 報

　　　　 告書』pp，75開87、北海道立北方民族博：物館。

　 1995　「現 代の ネ ツ リ ッ ク ・イ ヌ イ ッ ト社会に お

　　　　 け る 生業活動」『第九 回北 方民族文化 シ ン

　　　　ポ ジ ウ ム 報告書』pp．3767 、北 海道立 北 方

　　　　 民 族博物 館 。

WENZF．L，　George

　 1991　 14nimat　Right．、，　 HUinaJi　Rights．　University　 of

　 　 　 　 Toro1ユto　Pr¢ ss ．

（2010 年 3 月22 日採択 決定）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Society of Cultural Anthropology

NII-Electronic Library Service

JapaneseSociety  of  Cultural  Anthropology

MStttJyma･\",l 75,,1 2010.6 119

     Toward  Natural-cultural Relativism
Considering the Future of  Globalization from the  Standpoint

             of  the Inuit Indigenous Movement

OMuRA  Keiichi

Keswords:  Canadian  Inuit, statc-market-technoscienee  network,  hybrid  monsLer,  subsistence,  autopoiesis,

         natural-culturalrelativism

                                                                 : :

    The  purpose or  this  paper  is to examine  the  history and  present conditions  of  globalization from the
                  '
vieviJpoint  of  thc Inuit, the indigcnous people iiving in Canadian Arctic, in order  to reveal  the characteristics
                     '
of  that historical phenomenon  and  consider  what  anthropologists  should  do to selve  the problems raised

by it. For that purpose,  l will  firstl)t clucidate  the  prcsent conditions  of  
`globalization,'

 which  thc Inuit are
                                                   : 1

confrenting  and  struggling  against  teday, based on  the analysis  of  modernity  by Bruno LA'i'ouR. 1 wM  then
                                                                  i r

place the Inuit indigenous rnovemcnt  within  the  history and  prcscnt conditions  of  globalization in order

to e]ucidate  what  it is the Inuit are  protectiig against  the  preblems  raised  by this  historical phenomenon.
Furthermore,  based  on  that  eonsideratio;r,  I will  reveal  that  the  root  cause  of  the problems raised  by
`globalization'

 is the confiict  between two  different systcms,  in which  human  and  mattcr  are  erganizcd  and

woven  into anetwerk  overarching  thc domain of  
`cuLture'

 and  
`nature.'

 After that, I will  shovL' that what  we

anthropologists  are  required  to do in order  to overcome  the problems raised  by 
`globalization'

 is to establish

                   i T

a worldview  based on  natural-cultural  relativism,  which  aims  to realize  tbe coexistcnce  of  the  natural-
                                              L r
cultural  complexes,  in place ef  the worldview  based on  cultural  relativism,  which  aims  to realize  the
                                    ir

coexistence  ofculturcs  on  the  assumption  that naturc  is universally  thc o-ly  one  basis f-or eultural  diversity.

Finally, I will  discuss thc role  of  anthropologists  in establishing  the worldview  based on  
`naturat-cultural

    ttt
relativism.


