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民族医療 の 領有 につ い て

池 　田　光　穂
＊

：　 先住民社 会 に存在 して い る 薬 苧．や 治療技術 の 総体 と し て の 民族 医療 を、グ ロ ーバ ル な資 本 主　l

i 義 の 流通形態 か ら解放す る。こ れ が本 論文 の 目的 で あ る 。 人類が 享受 し て い る 医薬 品 の 多 くが i

i 先住民 に お け る 利 用 に も とつ くもの で あ っ た こ とは 自明 の 事実で あ る が 、今日 で は歴 史上 の 逸　i
： 話 に と ど まり 、 人類全体が 受け て きた便益 に 対する償 還が検討 され る こ と は稀で あ る 。

こ の 理　：

i 由 を、筆者 は 近代医療の 確立 ととも に 生起 し た民族医療的知識 の 独 自性 と見 な され て い る 「非　i
i 近代 医療 的性格」 の 主 張 で あ る と考 え 、こ の 主張が 近代医療 に 付 与 され て い る 知的財産権 の 概　i
： 念 を民族 医療 に 付 与 しなか っ た 根拠 に な っ た と 考え る 。 民族医療は 、 土 地 固右 の 知識 と実践 の 　l

l 体系で あ る とい う説 明 は 、薬草 が 薬 局方 と して 成立 した り、そ の 有効性が 近代医療 に よ っ て 証 　：

コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1 明 され る と い う近代医療 と の 相互 交渉 とい う歴 史的証拠 か ら、立 論 の 限 界 が 牛 じ る 。 ま た 近 代　1

…医療 は 、民族医療 の 要素 を取捨 選択 し な が ら領有す る こ とで 、医 療概念 を確立 して き た 経緯ゆ　i
i え に、近代医療 そ の もの が民 族医療 に 対 して 排 他的 な 知 的独 立 性 を主張す る こ と に も限界 が生　i
： じ る 。 そ れ ゆ え に 民族医療 の 知識形態 を知 的財産 と して 捉 え る 立 論 の 可能性を検討す る 必 要 が ：

1 生 じ る 。 近代医療は民族医療 を領有す る こ とを通 して 人類 に便益 をもた ら し て きた とい う事実　l

i を認 め 、こ れ まで の 知 的所 有権 に 関 す る報酬 の 概念 を拡張 し つ つ 、そ の 償 還 に 関す る 方法 が 提 　i
l 案 され て きた 。 人類学諸理論 が 、こ れ ら の 実践的問 題 に対す る法的お よび社 会的整備 に 寄 与す　：

1 る 可 能性 は 大 きい 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
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　「先住民は 、そ の 文化的お よ び 知 的財 産権 の 完

全 な所有権、管理の 権利お よび保護を承認 され る

権利 を有す る 。先住民 は 、
ヒ トお よ び他 の 遺伝 子

資源 、種子 、医薬 品 、動 植 物相 の 特性 に 関す る 知

識、目承の 伝統、文学、デ ザ イ ン お よ び ヴ ィ ジ ュ

ア ル な らび に 実演 芸術 を含 め た 、 そ の 科学 、 技術

お よび文化表現 を管理 し、発展 させ 、保護する た

め の 特別な措署に 対す る権利 を有する 」u

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1）
　

一 『先住民 の 権利宣言 〔案）』第29条（国際連合）

1　 は じめ に

　 ア メ リカ医師 会 （American 　Medical・Association）

は世 界 で 最 も早 く近代的 な 医療倫理 の 要 綱 を

も っ た こ とで 知 られ て い る 。 1846年、全米医学

会議が 開催 さ れ 、 そ の 翌 年 5 月の 同会議 に おい

て
、 医師会の 創設 が 決ま り、同時に 倫理 要綱 が

定 め られ た ［HAMSTRA 　l987］。 興味深 い こ とに 、

こ の 両会議 の 議事録 に は 、 今 凵の 我 々 に は 想像

が つ か な い よ うな医療者の 倫理 上 の 徳 目が 記 さ

れて い た 。 そ れは薬物の 特許に 関す る もの で あ

り、ア メ リカ 医 師会 々 員 が 、 効果 の あ る 特効

薬
2丿

を特 許 をと っ て 独 り占めす る こ とは 、一
般

大衆 の 利 益に反 し、他 の 医師 た ちが 自由 に使 え

る こ と を妨 げ る と考えた こ と で あ る 。 現在、巨

大製薬産業は 独占する さ まざまな特許薬品か ら

莫大 な収益を得て お り、同時 に 、ベ ン チ ャ
ー企

業は その 攫 千金 を夢見 て研 究 開発 に 勤 しん で

い る 。 したが っ て か つ て 医師会が 掲 げた よ う な

徳 目は完全 に廃 れ て し ま っ た よ うに思 える 。 し

か しなが ら、 こ こ で 徳 目 と書 い た とお り、幾多

の 工 業医 薬品 の 特許使用料 を尊重す る こ とを潔

しと した上で も、多 くの 病め る 人 び とに福音 を

もら たす 医薬 品 は 、なる べ く原 価 に近 く、また

薬物 に対する 人 び と の ア ク セ ス が不 平等 な もの

に な ら な い こ とを希求す る 人 は多 い は ず だ 。 実

際 、 HIV の 増殖 を防 ぐ医薬品 （AZT ）製 造 に関

わ る パ テ ン ト料の 支払 い をめ ぐっ て 、国民 の 公

益 性 へ の 保護 を謳 うブ ラ ジ ル 政 府 と、利益 を主

張 す る特 許保有の 製薬会社 との 間 で 紛争が あ っ

た こ とは記憶 に新 し い ［PAAsARELLY 　and 　TERTo

2002］。
こ こ で 問題 とな っ て い る の は医療 と い う

福 利の 配分の 平等性に つ い て で あ る 。

　 ア メ リ カ医師会創設 と同時期の 1846年 2 月28

日、英 国の 医 学雑誌 『ラ ン セ ッ ト』に T 。R ．H ．

トム ソ ン 医師 に よ る 「ア フ リカ の 間欠熱」（マ ラ

リ ア ） の 治療 に 対 す る キ ニ ー ネの 意義 に つ い て

の 論 文 が 掲 載 され た ［CuRTIN　1961 ：108］。 キ

ニ
ー

ネは ア カ ネ科 キ ナ ノ キ属 （Cinchona ）の 樹

木か ら採集抽出 され る ア ル カ ロ イ ドで あ る 。 キ

ニ
ー

ネが 化学 的 に抽 出 された の は、論 文 公刊 の

四半世紀 前で あ り、こ の 間、熱帯 地域 に 赴 く白

人 の 探 検隊 々 員に さま ざまな形 で の 投 与実験 が

繰 り返 され て い た 。 キ ナ ノ キ は 1850年代以降、

その 需要が増大 し、ボ リ ビア や ペ ル ー
か ら秘密

裏 に持 ち出 され た種子 や 苗木が ジ ャ ワ や イ ン ド

高地 の プ ラ ン テ
ー シ ョ ン で 栽培 され る よ うに

な っ た ．
J 特 に ジ ャ ワ で 栽培 され た キ ナ ノ キ か ら

抽 出 された キ ニ ーネは、 日本軍 に よる イン ドネ

シ ア 占領 まで 、ア ム ス テ ル ダ ム で 1913年に設 立

された キナ庁 （Kina −Bureau）に よ る販売カ ル テ

ル に よ っ て 市場 の 大半 が独占 され て い た
3）

。 評

価の 多寡 は 別 に して も、 キ ニ ー ネが帝国統治 の

た め の 重要 な医薬 品で あ っ た こ とは 歴 史家 の あ

い だ で は ひ ろ く認 知 され て い る ［ヘ ッ ドリ ク

1989 ：78−86 ；テ イラ ー 1972 ：129− 145］。

　幾多の歴 史書 に は ヨ
ー

ロ ッ パ の 化 学者 や医師

の 名前が 連 な っ て い るが 、キ ナ ノキ の 生 薬 をは

る か 以前 よ り経験的 に使 っ て い た イ ン カ の 人 び

と の 名前 や 、 ヨ ー
ロ ッ パ に持 ち込ん だイ エ ズ ス

会士 の 名前 は見 当 た らな い 。わず か に 、植民地

の 侍 医か らこ の 生薬 の 治療 を受 けた とい う偽話

に お け る 主 人公 チ ン チ ョ ン （Chinch6n）総督夫

人の 名が リ ン ネの つ けた 学 名の 属名 （Cinchona）

の 中に留 め て い る の み で あ る 。 こ の 種の 著名 な

天 然薬物 とそ れ ら の 処方 を独 自に 開発 した 先 住

民 に つ い て 知 りた い と我 々 が 思 うの は 当然で あ

る 。 そ の 動機の 中 に は次 の よ うなこ とが 含 まれ

る。 さまざ まな 「民族」が天 然薬物 に 対 して 固

有 の 知識 体系
4t

を育ん で きた と同時に 、そ れ ら
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が 近 代科学 と の 出会い を通 して 人類 全体 に対 し

て 大い なる福 利 を もた ら した 。 その 貢献 に対 す

る我 々 の 敬 意は 、 もた ら した者が 誰 なの か と い

うこ とを明 らか に する こ とに 向か う。 こ こ で の

我々 の 関心 は 、発見に対する 名誉の 付与や 、技

術の 発明特許 に もと つ く優 先的独 占権 を尊重す

る こ と に あ る 。

　 とこ ろ で 、医療 とは 患 う者と患 う者 の 本復 を

企図す る個人 な い しは 集団が 関 わる技術 と信念

の 総体の こ とで あ る 。 患 者が 不在で は医療が 成

り立 た な い よ うに 、医 療 は 社 会 お け る 奉 仕 義

務 の シ ス テ ム （system 　of 　total　service ）で あ る

［MAuss 　1990 ：5− 6］。 冒頭 に あ げた 医療倫 理 と

キ ナ ノ キ の 発 見 とい う 2 つ の エ ピソ ー ドは、こ

の ような認識 に 立 つ 我 々 に対 して 次 の 2 つ の 実

践 的 課題 を派 生 させ る 。 まず （1）医薬 品や 治療

技術 に対 す る ア ク セ ス が 、限 られ た エ
ー

ジ ェ ン

トを通 し て 管理 制限 され る こ と な く、な る べ く

多 くの 人 た ちに平 等に提 供 され る こ とを保 証 で

きる社 会的条件 と は い っ た い 何 か と い うこ とで

あ る 。 そ して （2）先住民が保有 して きた さま ざ

まな医療的知識 と実践 が 、西 洋近代社 会ひ い て

は 人 間社会全 体 に対 して 恩恵 を 与えて きた こ と

を確認 し 、
こ れ まで の 人 類へ の 貢献 （service ）

に 対 して そ の 報償 （counter −service ） を、そ の 継

承 者 を含む当該の 人び と ・
集団

・社 会 に対 して

具体 的に 還元 す る 方策 とは何 か と い うこ と だ 。

　 まず 、こ れ ら 2 つ の 課題 は
一

見矛盾 す る よ う

に 思 わ れ る 。

一
方 で は あ ら ゆ る エ

ー
ジ ェ ン ト に

よ る 固有の 医療の 独 占を拒 絶 し、万 人に 開放 さ

れ る べ き で あ る と 主 張 し ［HOAREAU 　 and

DAStLVA 　1999］、 他 方 で は医療全体 の 発 展 に責献

して きた先住民へ の 便益 の 還元 を実現 させ る た

め 、特定の 人び とに よ る民族医療 の 独 占権 を保

証せ よ と要求す る か らで あ る 。 こ の 相 矛盾 す る

2 つ の 事柄 を同時 に実現 させ る た め に は、ど の

よ うに す れ ば よ い の で あ ろ うか
。

　私 は 人類 の 医療的知識 と実践 が つ ね に流用 可

能 な形 で 保証 され て い る べ きだ と考 える 。 ま た 、

ある 医療資源 へ の ア クセ ス を通 し て 何 らか の 恩

恵 を受 け た者 は 、別 の 機 会 に は 自分 た ち が持 ち

うる医療資源 を提 供 し、自分 た ちが受 けた 便益

を医療の コ ミ ュ ニ テ ィ に還 元 され なけ れ ば な ら

な い と考 える 。 私 は これ らの 問題 を医療の 領有

（appropriation ） と い う観点か ら考えて み た い
。

領有 とは 、 キ リ ス ト教会が 団体 と して 聖 職禄 を

専 有で きる こ とを定め た 教会法に 由来す る 。
つ

ま りこ の 語は、奉仕義務 （一聖職 の 実践 ）行 為 に

よ っ て 受け取 る こ とが で きる便益 （＝財 産の 可

処 分権の 取得） を保 証す る とい う意味 か ら出発

して い る 。

　今 日、ポ ス ト コ ロ ニ ア ル 理 論や フ ェ ミ ニ ズ ム

研 究 に おい て 「領 有」 に は新 し い 意味が 割当 ら

れ つ つ あ る 匚岡 2000；林 2001］。 私 の 理 解する

と こ ろ で は 、 こ の 領 有 と は 、文化 の 複 数性 を 自

明 の 出発点 と し、支配 的／ ヘ ゲ モ ニ ッ ク な 「文

化」と従 属 的 な「文化 」が 接触す る時に 起 こ る 、文

化 の 要素 間の 利 用 （＝流用 ）の こ とを指 して い

る 。 こ の 際 、
ヘ ゲ モ ニ ー

の 有無に よ っ て 分断 さ

れ た 2 つ の 「文化」 の 間 に は
、 2 つ の 異 な っ た

価値観が付与 された 「領 有」が生 じる 。

一
方 で

は 、支配的な文化が従属的文 化の 要素 を吸収、

活用す る が 、そ こ で はあ る種の 権力過程 を経 て

文化要素が 「専有／ 領有」 され る
。 他方 、その

逆 の 場 合 は 公 的権力 に よ っ て 承 認 され な い 非 合

法 の 「我有 ／盗 用」 と い う事態が 生起す る 。
つ

まり領有 は 文 化 の 政 治 に お け る 「権力 へ の 従 属」

な い しは 「権 力 の 奪 還」 の 諸 表象 と し て 分析で

きる の で ある 。

　本論文は 、近代医療概念の検 討な らび に知 的

所 有権 の グ ロ
ーバ ル な流通現象か ら 、

こ れ まで

民 族医療に 付与 さ れ て きた 「土 地 固有の 知識 と

実践 の 体系」 と い う従来 の 概念 を批 判す る 。 ま

た他 方 で （こ れ とは 逆 に）、個 々 の 民 族医 療 に お

け る 固有 の 知 的所有 権 の 存 在 を認 め 、か つ 先 進

諸 国の 企業 が主 張す る工 業 的特 許権 と法的 に同

等 な もの と し て 認 め る こ とを主張す る 。 民族医

療 は近 代医療 に よ っ て 領有 され た が 、民族医療

の 提 供 者 （一先住 民 ） は 多国籍医療産業か ら 、

そ の 固有 の 知的所有権 を根拠 として 、そ の 領有
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に 対 して 経 済 的 な補 償 を 求め る 権利 を有す る 。

こ の よ うな拮抗す る 2 つ の 価値基準 を討議 し、

調停す る場 として の 互 酬性 の グ ロ
ーバ ル なネ ッ

トワ
ー

クの 可能性 と、そ れ へ の 参入 を可能 に す

る社会的条件 を考察する 。

ll　 民族 医療 とは なに か

　医療人類 学に お い て 先住民に よる 病気の 把 握

と治癒 の ため の 実 践 は、 こ れ まで 主 に民族 医 療

（ethnomedicine ） と い う下位領域 に お い て 研 究

され て きた 。 そ こ で 、民 族医療 と い うもの が 、

何 で あ り、 ど の よ うな もの と して 定 義 され て き

た の か に つ い て 検討 して お く必 要 が ある 。

　 は じめ に 民 族医療の 学問的位i づ けが 1960年

代後半か ら70年代 に か けて の 北 米に お け る医療

人類学 の 確 立 の 以 前 と以 降で は 異な る こ と に 留

意 し なけ れ ばな ら な い
。

つ ま りそ れ 以前の 研 究

で は
、 民族医療 とは 現地の 病気や 治療に つ い て

の 実践 の 複 合形態 の 名称 と して 「医療」が使 わ

れて い た の で あ り、
こ の 「医療」は西 洋医療 に

お け る具体的 な対応 物を持 た な くて も医療概念

構築上 の 危機は もた ら され なか っ た 。 しか し医

療 人類 学 の 登場 以 降、人類学 者 は民 族 医療 を、

西洋 医療 とあ る種 の 対応 関係 を もちつ つ 、か つ

固有 で 自律 的 な体系 と して 取 り扱 う よ うに な っ

た 。 その た め 、民 族 医療 は効 く／効 かな い （＝

近代 医療的に 意味が ある ／な い 〉、さ ら に は 、民

族医療 は西 洋医療 の 改善 に 与する ／与 さ な い 等

の 多 くの 議論が 、 医療人 類学 の 確立以 降に お こ

な わ れ る よ うに な っ た ［FosTER 　and ・ANDERSON

l978 ：123 − 125 ；FosTER 　1994］。 2 つ の 医療 体

系 は 、そ れぞ れ 自律 性 を もちなが ら、構 成要 素

に お い て 対 比 で きる と い う信 念が 、医療 人類 学

研 究 の 発展 の 背 景 に あ る 。

　だ が 現 実 は理 想 を裏切 る 。 民族 医療 を知識 と

技術の 体系で ある と理解 し、 い くつ か の 要素 に

分解 して み る と 、 民 族医療は か な らず し も土 地

固 有 の も の で は な く 、 時間 的空 間 的広 が りを

も っ た もの で あ る こ とが わか る。民族 医療 と い

う知 識形 態 は 、 近代 医療 に劣 らず論 理 的で あ り、

さまざまな角度か ら分 析が 期待 され る 。 逆 にそ

の ス タ イル が 普遍 的で あ る は ず の 近代医療は 、

現地の 人び とに よ っ て 多義的解釈が 与 え られ た

り、 諸要素の取捨選択が お こな われ る 。
ロ

ー
カ

ル な コ ン テ キ ス トにお け る近代医療 の 受容の 問

題 を考え る に は、現地 の 人 び との 固有 の 価値観

ひ い て は コ ス モ ロ ジー を抜 きに 議論 す る こ と

が 不 可 欠 で あ る と い う主 張が 登 場す る ［池 田

2001 ：260− 278］。 こ の 種の 心 証 と現 実 の 齟齬 の

原 囚 は 、医療 を近代医療 とそ うで な い 民 族医療

　　後 者 は しば しば 非 西 洋 医療 （n 〔m
−Westem

medicine ）［池 田 1995］と も呼ば れ る　　を対 照

的 に描 い て きたこ とに あ る 。

　非西 洋医療 を定義す る研 究の 多くは 、その 医

療の 特性 と して 、近代 医療 （＝ 西 洋 医療） に欠

け て い る要素 を過度 に 強調 して きた 。 民 族 医療

に お け る 病気 観 の 理 論 的 考 察 の 嚆 矢 は 、 リ

ヴ ァ
ーズ の 「未開医療」に 関する 1914年 と15年

の 講義や ク レ メ ン ッ の 病因論体系 の 列挙 な どに

遡 れ る ［CLEMENTs 　1932 ；RIvERs　l924］。 この 理

論的系譜 は ク レ メ ン ツ 以降 、 フ ォ ス タ
ー

に よ る

「ナ チ ュ ラ リ ス テ ィ ッ ク／ パ ー
ソ ナ リ ス テ ィ ッ

ク」 と い う二 分法 とその 社 会形態 と の 関連性 へ

の 指 摘 ［FOSTER 　1976ユに 至 り、最 終 的 に マ
ー

ドッ クに よる世界 的 な分布 パ ター ン の 解析 へ と

展 開 を遂 げ る 。
マ ー ド ッ ク は 自 らが 創 設 した

人間 関係 地域 フ ァ イ ル （Human 　Relations　Area

Files，　HRAF ）を駆使 して 、さ まざ まな 民族集団

の 疾病観 と社 会を構成 す る タ イ プ （地域 、 理 想

とする 環境 、 生業 、 妖術 、 霊的な攻撃 、 性 、 罪

の 概 念 な ど） と の 関連 性 に つ い て 統計 的分析 を

お こ な っ た ［MuRDocK 　l980］。 だが 、それ らの

「
一

般 的傾 向」の 発見 は 、医療 と社 会 の 関係 を

問 う省 察全 体 に対 して 、大 きな影響 を与 え る こ

と は なか っ た 。 他 方、病 因論 を社 会的 コ ン テ キ

ス トか ら位置づ け る社 会人 類学 的系譜 が もう
一

方 の 極 に あ っ た 。 こ れ は エ ヴ ァ ン ズ ープ リ

チ ャ
ー

ドの 1937年 の 先 駆的研 究 を嚆 矢 とす るが 、

その 意 義は社 会哲学者が コ ン テ ク ス トに対 して
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敬意 を取 り戻す よ うに なる 1970年代の 合理性 に

関す る 論争が 開始 され る まで は 閑却 さ れ た まま

で い た ［エ ヴ ァ ン ズ ＝プ リチ ャ
ー

ド 2001 ；ウ ィ

ン チ 1977 ；グ ッ ド 2001 ：17− 24］。

　分析 され る対象の 人 たちが使 っ て い る用 語 や

概念範疇か ら研究者が ある 程度自由 に な り、そ

の 「外部」か ら独 自の解釈 を与え よ う とす る 1897

年 の デ ュ ル ケ
ーム 『自殺論』［1985］の 系譜上 に

位 置 付 け ら れ る 議 論 は 、エ ヴ ァ ン ズ ＝ プ リ

チ ャ
ー ドの 研 究 成 果 を踏 まえ た 業 績 、 つ ま り

1970年の ダグ ラ ス 『象徴 と して の 身体』（原題 ：

ナ チ ュ ラ ル ・シ ン ボ ル ）［1983］の 公 刊 を待 た な

くて は な ら なか っ た 。 しか し、ダ グ ラ ス が 同書

で 展 開 した グ リ ッ ド （他 者 と関連づ け る 自己の

強 さの 度合 い ） と グ ル
ー

プ （境 界 を もっ た 社会

単位 の 経験 の 度 合 い ） で 構 成 され る四象 限分 類

と、社 会統制 と し て の 妖術が 重要 な意味 を もつ

か 否 と い う、人 間の 行動原理 と コ ス モ ロ ジ
ー

（宇

宙観） と の 対応関係 に つ い て の 主張 は 、未だ に

論 争的性格 か ら脱 しきれ て い な い
。

皿　近 代医 療の 歴 史 的 構築

　前節で は近代医療が 実証主 義や 自然科 学 に基

づ く実験主義 に よ っ て 定義され る よ うに は 、民

族 医療 は そ の 内容 に つ い て 本 質 的 な定義 を与 え

る こ とが で きなか っ た とい う、こ れ まで の 学説

上 の 特 徴 を述 べ た 。 に もか かわ らず、 こ の こ と

は研究者の 問で さ して 大 きな疑念 と 困惑 が 生 じ

る こ とは な か っ た よ うだ 。 ヌ ア
ー

人 の 霊 概 念 と

い わ れ る ク ウ ォ ス をめ ぐる エ ヴ ァ ン ズ ＝プ リ

チ ャ
ー

ドの 議論 ［エ ヴ ァ ン ズ 」プ リ チ ャ
ー

ド

1982］ と同様 、
コ ン テ ク ス トか ら上 空飛行 し正

確な概 念 の 定義 を与 え られ ぬ とも、民族 誌 の 中

で はそ れ らしき もの を把握 し、 それ を人 々 の 生

活 と関連 づ けて 説明す る こ とに我 々 は さほ ど困

難 を感 じな い 。 しか しなが ら私 は こ こ で 、民 族

医療 と い う概念 構築に 際 し て 外部 か ら 与え られ

る 意味 作用 に つ い て よ り強 く意識 した い
。 この

意味作用 とは 、 近代 医療 に よ る それ で ある 。

　民 族 医療 概 念の 考察 の た め に なぜ 近代医療が

検討 され なけれ ば な らな い の か 。 それ は 、 民 族

医療 は、近代医療が導入 され る時 やそ の 用語 の

翻訳 の プ ロ セ ス の 中 で 意識 的に 境界づ け られ て

きた性 格 を もつ か らで あ る ［池 田 1995 ；池 出

2001 ：66− 68］。 こ こ で 近 代 医療の 用語 と概念が

現地 語 に 翻訳 され る過程 を考 えて み よ う。 外来

の 医療が 翻訳 され る以前や 以 後に も、 我 々 の 言

う 「医療」 に つ い て の 名称や 分類範疇が社 会 に

準備 され て い る 。 西洋で 中心 的に 発達 して きた

近代 医療が 、そ れ まで存在 して い なか っ た社 会

に 導 入 され る と 、 外来語 で そ れ を示 した り、翻

訳語が 比 較的短期間で で きあが っ て い る 匚白川

2001］。 近代医療 は 、い ろ い ろ な社 会 へ の 導 入直

後 に は文化的衝突 を引き起 こ す こ とが あ る もの

の 、 当該杜会に全 く受容 され な い こ と は極 め て

稀な こ ととな っ た。 つ ま り、近代 医療 は 多 くの

人た ちに と っ て病 気 を治療 す る技 術 あ る い は 実

践体系 として 認知 されて ゆ き、 またその 事実 が

翻 っ て 、 人 び とが 自分た ちの 民族 医療 を考 える

際の プ ロ トタ イ プ ・モ デ ル とな っ て い っ た 可能

性 が ある ［池 田 2002a］。

　近代 医療の 定義 を歴史的起源 に 求め る こ とは

難 しい
。 近代 医療 の 出発 点 と主張 さ れ る医学上

の 発 見や 理 論か ら、今日近 代医療 の 始 祖 と呼ば

れ て い る 医療の 実践 家や 学者を挙 げて み る と、

16世紀初頭 か ら20世紀 に か けて お よ そ 4 世紀に

わ た る 時 間的幅が あ る 。 近代医療 の あ る特定の

出発時 点を定 め る こ とそ れ 自体に は大 い な る 意

義は な い
5）
。

　「近 代」の用 語概 念 をめ ぐる さまざまな問 題探

究 ［WILLIAMs 　l985 ：208− 209］に 似 て 、近代 医

療の 定 義に つ い て の 問 い は 、近代 を命名 を した

当事者 た ちが ど の よ うに近代 を考えて い た か と

い う問い と深 く関係 して い る 。 米 国 ミシ ガ ン 州

バ トル ク リ
ー

ク に あ る サ ナ トリ ウ ム 病院 にお い

て
「’Modern 　 Medicine　and 　Bacteriological　 Morid ’

誌 が 1893年 に 発刊 さ れ る 。細 菌学 は 、当 時 の

最 も強力 な学問的 パ ラ ダイ ム で あ っ た ［キ ン

グ 1989：244］。
こ の 雑 誌 は 翌 年 に

”World ”
が
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”Review ”
に変更 され た後 、1900年 に細菌学の 名

前が 消 え
”Modern 　Medicine”と改名 され る 。 モ ダ

ン メ デ ィ シ ン を冠 し た雑誌は 1943年 に
”Modern

Medicine　Annu α 1「 　 15 年 後 に
1’Review　qf

Modern 　Medieine”と改名　 　に なる まで 現 れ な

い
。 英 文の 書物 にお い て事情は どうで あろ うか 。

バ トル ク リ
ー

ク で の 近 代 医療 の 名 を冠 した医学

雑誌が 発刊 される 1年前の 1892年 に 、 カ ナ ダ生

ま れ の 医 師 ウ ィ リア ム ・オ ス ラ
ー

（WILLIAM

OSLER） は、彼が 亡 くな る まで に 8 刷 を数 える

当 時 の 標 準 的 医 学 教 科 書
”
Principles　and

Practice　of 　、14edicine
”

の 初 版 を出版 した 。 しか し、

そ の 医療の 名称 に は モ ダ ン と い う形 容 詞は 修飾

され て い な い
。 彼 は 1905年 に オ ッ ク ス フ ォ

ー ド

大学医学欽定講座の 担 当教授 に 任命さ れ る 。 そ

の 3 年 後 に は
「’
　Modern 　Medicine ： ltts　Theot：y

and ・Practice”とい う書物 を フ ィ ラ デ ル フ ィ ア で

出 版 して い る 。 当時 の 医学 界の 最高 権威 の ひ と

りに よ っ て モ ダ ン メ デ ィ シ ン と冠 され た書物 が

初め て 刊行 さ れ た わけで ある 。 彼 は 1913年 4 月

に 今度は ア メ リ カの シ リ マ ン 医学研究財団が 主

催す る イ ェ
ール 大 学で の 自分の 連続講演の タ イ

トル を 「モ ダ ン メ デ ィ シ ン の 進化」 と した 。
こ

の 講演 は 、彼の 死後 2 年経 っ て 、オ ッ ク ス フ ォ
ー

ドと イ ェ
ール の 両 大学か ら出版 され る 、，こ の 頃

に は す で に モ ダ ン メ デ ィ シ ン の 名称は 英 語圏の

医 学界に お い て完全 に 市民権 を獲得 して い た 。

こ れ 以 降、様 々 な著者 に よ る モ ダ ン メ デ ィ シ ン

を冠 す る 本 が 陸続 と出版 され る 。例 えば 1916年

に は 「
一

般 医の た め の 実践 的 ノ
ー

ト」 と い う副

題 の つ い た
”Modern 　Medieine　and 　Some 　Modern

Remedies ”
が ロ ン ドン で 発刊 され る 。 そ の 2 年後

の 1918年 に初 版が 出て 41年 まで 第 9 版を数 える

総 903ペ
ー

ジ に お よ ぶ 基 礎 医学 の テ キ ス ト

”
P妙 雪∫0109 レ and 　 Biochemistry　in　．Vode 〃 n

Medicine
”
が 米国セ ン トル イ ス で 公刊 され る

。
こ

の 教 科書 の タ イ トル が 生理 学で あ り生化学 で あ

る こ とは 、モ ダ ン メ デ ィ シ ン を構 成 す る 主 要 パ

ラ ダ イ ム が 、先の バ トル クリー
ク で 発刊 され た

雑誌 に お け る細 菌学 か ら こ れ ら の 分野 へ 推移 し

た こ と を示唆 して い る ［キ ン グ 1989 ：248］。

　 つ ま りモ ダ ン メ デ ィ シ ン と い う用詒 の 登場 か

ら も っ と も権威 ある 筋に よ っ て 、そ れ が 中心 的

用語 と して採用 され る よ うに なる の は 、 19世紀

が 終わ る 数年間 か ら20世紀最 初の 10年間 で ある

とみ て よ い
。 英語 の 用法 に み る モ ダ ン メ デ ィ シ

ン の あ り方の 推移 をみ て 興味深 い こ とは 、
．
渡

現在形の 用語法 と して確立 した 直後 に お こる の

は、モ ダン メ デ ィ シ ン が どの よ うな来歴 を もつ

の か に つ い て の 検討 ［シ ュ ラ イ オ ッ ク 1973］、

さ らに は
、

モ ダ ン メ デ ィ シ ン 以外の メ デ ィ シ ン

（医療）、 と くに未 開医療や 民俗医 療に つ い て の

位置 づ けや 解 釈 ［SIGERIST　1951］が、 ま さに 同

時代 的状 況の 中で 登場 す る こ とで あ る 。

　こ の よ うな認識 の 変遷 を通 して 、モ ダ ン メ

デ ィ シ ン は近代 社 会 に お い て 我 々 と 同時代 性 を

共有 す る正統的 ない しは 公的 医療の 地位 を獲得

した の で は な い だ ろ うか 。 そ して 近代 医療 は 同

時 に 、その 医療 の 進化 や 発展 を保証 す る ための

2 つ の 異質な部 分 を案出す る こ と に なる 。 その

異質 な 2 つ の 部 分 とは 、ひ と つ は 同時代 性 を拒

絶す る発 展の 途 中で 、 も はや 時代 遅れ と な り結

果 的 に 放棄せ ざる を得 な くな っ た 過去 の 部分

（古代医療 ・中世 医療 〉で あ り、 他 の ひ とつ は

進化主義的に古代医療 と繋が りをもつ 未 開医療

す なわ ち民族医療で ある 。 そ して これ ら の 双 方

の 領域 は 当初 、 生 まれ つ つ あ っ た 医学史 ・医療

史の 研究領域 が 取 り扱 い
、 や が て 後者は 専門 の

民族 学や 入類学 の 研 究者 に よ っ て 研究 される よ

うに な る 、） 民族 医療研 究 は 、か つ て 医 学 史研究

が こ の 研 究対 象に付 与 して い た 、我 々 とは異 質

の 時間系列の 中 に 他者を留め 置 くと い う 「異種

的時間言説」（allochronic ・discourse） をその まま

受け継 ぐこ と に な っ た ［FABIAN 　I983 ：143］。

IV　民族医療 と近代医療 の 相互 交渉

　 しか しなが ら近代医療の 概念同 様、民族医療

もそ の 比 較対照の 視点を提示す る 同時代の 産物

で あ る
。

つ ま り民族 医療 も客体化 され 、 操作 さ
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れ る対象 として 構築 され た とい う性格 を もつ
。

ヨ ーロ ッ パ の 歴 史 にお い て 医師が お こ な う医療

行 為を国家が 主導 しつ つ 管理 す る制度 は フ ラ ン

ス 革命期 にお い て 形成 さ れ た ［阪上 1997］。 そ

こ で は 人 間行動の 本質 を把握す る こ とが で きる

の は哲 学者 の 思 弁で は な く、医 師や 官僚 な ど実

務 派知 識 人 に よる実証的な デ
ー

タ の 積み 重 ね に

よ っ て で あ る とされた 。 当時の 西 ヨ
ー

ロ ッ パ で

は 民族医療の 系列に 入 る 実践や 知識 は
、 正統医

療か ら は逸脱 と して み な され、専 門職集 団 か ら

烈 し い 道徳 的非 難 の 対 象 と な っ た ［ポ ー ター

1993］。 と こ ろが 医学 史研 究 の 細 部 に 目 を凝 ら し

て み る と 、 民 族医療的性格 を有 す る治療実 践や

信条は近代医療か ら常 に拒絶 され て きた と い う

わ けで は な い
。 例 えば 2 世 紀の ガ レ ノ ス 以来 の

四 体液に もと つ く「体 質」の 議論 は 、ユ772年 の 『白

科全書』刊 行の 時代 に お い て は 、 もは や 関心 が

失 われ た もの の 1 つ で あ っ た が 、18世 紀後半に

お け る 公衆衛生 政策　　環境主 義　　が 重要視

され る よ うに なる と、再 び 体質は 人 間 と環境 を

取 り結ぶ 要素 と して 脚 光 を浴 び る よ うに な る

［阪上 1997 ：30− 31］。

　 口本 で は 1874 （明治 7 ） 年の 国家が 西洋医療

を採用 す る こ と定め た 「医制」が公 布 さ れ 、こ

れ が漢方 医療に と り致 命的打撃で ある か の よ う

に 主張 さ れ て きた ［石原 1963］。 しか し 、 実際

に は 漢方医療 の 復 権 運 動 は お よそ 20年 間 に わ

た っ て 繰 り広 げ られ 、公 的 医療 と して 漢 方医 療

を採用 する 案が 国会で 否 決 され た後 も、漢方 医

は 通常通 り治療 をお こ な っ て い た 。 医制 公布時

に は国内で 活動 し て い た 医師約 2 万 3000人の う

ち漢方医は 6 割以上 に及 ん で い た ［中 山 1967 ：

360］。明治維新以降 に 西洋医療が 新規 に 導入 さ

れ た と い う主張 も正確で は な い
。 開国以 前か ら

オ ラ ン ダ経 由で 伝 わ っ て い た西 洋医療 は 、 漢方

医療 の 影 響 を受 け なが らk 着化 し南 蛮流 とい う

名称 で 医 療 の 流派 と して 確立 し、18世紀後半 に

は 医学 テ キス トの 翻訳 を通 して 蘭学塾 に お い て

盛ん に 教育伝授 され て い た 。 蘭方医 た ちの
一

部

は 藩医 と な り後 に医学校 の 創 設 に関 わ っ た り、

地域で の 医療活動に 従事 し、 また 海外か ら もた

ら され た 牛痘 種法の 普及 に貢 献 した 。 蘭方医 は

漢方医 ともど も医制 に よ る 免許 制度 で 生 まれ た

近代医療の 医師た ちが 誕生 す る ま で は 、 実 質 的

に 日本 の 農村 に お け る医療 を担 っ て い た ［田崎

1985］。 医制 に よ っ て 価値 下 落 さ れ 1895 （明 治

28）年の議会請願運動 に よる 復古活動が 失敗 に

終わ っ た 漢方医療 も昭和初期 の ナ シ ョ ナ リズ ム

の 昂 揚 の 中で 湯本求真や石原 保秀 らに よ っ て 皇

漢医 学 とい う一
種の 大衆的保健運 動 の

一
翼 を担

う よ うに なる
61

。

　 植 民地統 治 下 の イ ン ドで は、先 に述 べ た よ う

な体質 と環境の 関係 を重視す る 「環境主義的パ

ラ ダ イ ム 」［脇村 2002 ：202］の 19世紀初頭の 隆

盛 に ともな っ て 、医療政 策の 中に イ ン ドの 伝統

医療 の ひ と つ で あ る ア
ー

ユ ル ベ ーダの 要素が取

り込 まれ、公 的機関で の 教 育 も試み られた 。 し

か しなが ら ヨ ー ロ ッ パ 大陸 に お け る 19世紀後半

の 細菌学 や寄生 虫学 の 発展 が 、や がて 伝統医療

を軽視 す る か た ちで 結 び つ く。 こ の よ うな近代

医療の 優勢 に対 して 、土着 の 伝 統 医療 の 復 権 を

試み た 者は植民 地行政 府の 役人で は な く、在野

の ナ シ ョ ナ リ ス ト的知識 人で ある 。 第
一

次大戦

後の イ ン ドで は行政機 能 の 地 方分権化 が 進 み 、

こ の 種の 知識 人た ち に よ っ て 伝統医療 ア
ー

ユ ル

ベ ー
ダが採用 され 、 そ の 復興 が 実現 した 匚脇村

2002 ：212− 213 ；KuMER 　1997 ：180一ユ83］。

　 18世紀後半か ら20世 紀初 頭の近 代化 を続 け る

ヨ ーロ ッ パ 、 日本、 イン ドと い う異 な っ た地域

に お い て 、医 療に お ける 近代化は伝統的 な要素

を つ ね に抑圧 す る と は 限 らな い こ とが わか っ た 。

む しろ 、近 代 国家制 度 の もと で は 民族 医療 的 要

素 は 時 に 採 用 され る べ き検 討対 象 に な り、品 質

保証 が 確認 され た り、公 的 な医療 と して 認 証 さ

れ た とも言 え る 。
つ ま りナ シ ョ ナ ル ・ア イ デ ン

テ ィ テ ィ形成期の 近代 化を遂 げる行政 府が 民族

医療 を領有す る と い う事態が お こ っ た の で あ る 。

現代の イン ドや 中国で は 、 伝統医療 は 西洋近代

医療 と同等 の 地位が 与え ら れ て 、 医療従事者の

教 育 ・訓練 ・再 生 産 に携わ る組織 は独 自の 裁 量
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権 を もち専 門職 に よ る 自律的 な組織運 営 を行

な っ て い る 。 これ ら の 組織 は独 自の 大学や研究

機関 を もつ ばか りで な く外部の研究機関と連携

し 、 生 物医療パ ラ ダ イ ム に よ る伝統医療 を科学

的に 正 統化する た めの 研究 をお こ な っ て い る。

　 もちろ ん 、伝統医療 と西洋医療の 境界面 が い

つ もス ム
ー

ス に 節合する とは限 らない
。 現代韓

国 に お け る 中 国 由来の 伝統 医療 （H αη加 ηg 漢

方） は 日本 の 漢方 医療 と同様大 衆 に人気 の 高 い

もの で あ り、製薬 産業 界か ら の 働 きか けが あ り、

1993年 に韓 国の 薬事法 が改正 され て 薬 草 に よ る

処方が公 的 に 認め られた 。 しか しなが ら 、 こ の

改正 直後か ら伝統医 （hanuisa漢医者）た ちは 近

代 医療 の 薬剤 師 た ちが伝 統 医療 に 通 じて い な い

こ とを批 判 す る よ う に な っ た 。 伝統 医た ち は 、

さらに伝統医療 その もの を国 家が提 供 す る 医療

サ ー ビ ス と し て 制度化すべ きで ある とまで 主張

した ［CHO 　2000］。 こ の よ うな事態は 、現代韓国

に お い て 近代医薬品 が 供給過剰 に あ り 、 伝統医

療 に対 す る 国民 の 高 い 人気 を背景に 、 市場 に再

び 参入 を開始 した 伝統医療が 近代 医療 に対 して

経 済的ヘ ゲ モ ニ
ーを奪取 しよ うと して い る 状況

を示 して い る と思 われ る 。

　 国 家諸制度が 整備 され る過 程に お い て 近代 医

療 が 採 用 さ れ る よ うに な る 際 に は 、薬草 や

シ ャ
ー

マ ニ ズ ム 等 の 治療技 術 に 代 表 され る非 西

洋医 療は場合 に よっ て は排 除の 対 象 に なる こ と

が あ る 。 しか しなが ら、多 くの 事例で は そ の よ

うに なる状 況 はあ くまで も
一

過性 の もの で あ り、

む しろ 土 着主義や ナ シ ョ ナ リズ ム の 昂揚 な どを

通 して 、公 的制度 の
一

端 を担 うよ うに なる と い

うの が よ り
一

般 的 だ 。
つ ま り民族医療 は公 的制

度 と し て 領有 さ れ て ゆ くの で ある 。

V 　 ラ テ ン ア メ リカ に お け る 事例

　さ て こ こ で 視点 を新 大 陸、 と くに現 在 ラ テ ン

ア メ リ カ と呼ば れ て い る 地域 に 移 して 、医療を

め ぐる領有の 歴 史 を概 観 して み よ う。 こ の 地域

は 医療 の 領 有 をめ ぐる議論 に お い て 次 の よ うな

特長 を もつ 。 まず 15世紀 末 に は じまる ヨ
ー

ロ ッ

パ の 侵 攻 と植民 地化 以前 に は 、 両 大陸 間 に は 実

質的 な接 触が なか っ た と い うこ と 。 また 18世紀 、

ヨ
ー

ロ ッ パ の 諸帝国 の 覇権構造の 変化 な らび に

ア メ リカ独立 戦争や フ ラ ン ス 革命 に代表 され る

個別 の 政 治 的変化 の 影響 を受 けて 先住 民性 を排

除あ る い は忘 却す る形 で 国民 国家文化 を確立 し

た こ と で ある 。

　新大陸 の 発見以降の 15世紀末か ら16世紀の 征

服期 に 、先住民 医療の 知識 な ら びに その 実践 は

急激に 崩壊 、 失われ て い っ た と推定 され て い る 。

その 理 由は征服 者た ちが 持 ち込 ん だ疫 病 の 流行 、

それ に 引 き続 く人 口 の 急激 な減少、お よび征 服

に ともな う社 会の 政 治的経済的混乱 で あ る 。 新

大陸の 先住民が 征服期以 前に 具体 的 に どの よ う

な医療 を行 っ て い た か は 断片的 に しか分 か らな

い
。 数多 くの 修道士 、医 師、薬種商

’ 丿

ら に よ る

ユ6世紀 か ら17世 紀 に か けて の 薬草等 の 記 載 は 、

そ の 知識 体系の ほ ん の
一

部 にす ぎな い と い わ れ

て い る 。 彼 らが土着 の 薬 用植 物 に 関心 を もっ た

理 由の 1 つ は 、 ヨ
ー

ロ ッ パ 向けの 市場開拓の た

め で あ る と考 え られ る 。 修道士 た ち は 入植以 降

つ ね に 先住民 の 薬用 植物 の 利 用 に 関 す る記録 を

続 け て お り、また採 集 され た 薬 草 は大西洋間 の

交易 を通 して 実際 に 収益 をあ げて い た 。

　 しか しな が ら ヨ
ー

ロ ッ パ 由来 の 本草学 は 、現

地 で 採集 して ゆ く過程で 、 新大 陸の 民族 医療 に

お ける 上 着概 念 をそ の ま ま受 け入れ たの で は な

い
。

ヨ
ー

ロ ッ パ の 知的伝統 に依拠 しなが ら、民

族医療 を構成す る要素 は取捨 選 択 されて い っ た 。

例 えば現地社 会で の 植物の 分類 にお い て 男性／

女 性 とい う二 項 対立 で 説 明 されて い た もの が 、

ヨ ー ロ ッ パ の 本草学由来の 熱 い ／冷 た い の 分類

秩 序 に 読 み 替 え ら れ る と い っ た もの で あ る

［OLAYA 　FoNsTAD 　1996：563；LOpEz　AusTIN 　l980］。

　 大西洋 を挟 ん だ 両 大陸間 の 農作物や 疾病な ど

の 相 互 浸透 現象 は た ん に事物 の 流通 の み な らず 、

社会制度の 改変 、人 口 構造 の 変化な ど環 境改 変

を も含め た 変革 を もた ら した 。
こ の シ ス テ ム 的

変革 を さ して 、ク ロ ス ビーは 「コ ロ ン ブ ス の 交
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換」 と名付 けた が 、薬用植物に お い て も両 大陸

間 に お い て こ の 種 の 交 換 が あ っ た ［CROSBY

1972；池 田 2000］。 16世紀 以 降 の ヨ ー ロ ッ パ へ

の 新大 陸起源 の 薬 用植物の 導入が もた ら した影

響の ひ とつ に ヨ ー ロ ッ パ 都 市の 各地 で の 薬 局 方

（pharmacopoeia）の 確立 と整 備が ある 。 薬 局方

と は 、1498 年の イ タ リア の Ricettorio を嚆矢 と

す る 、薬 と して み な されて い る 薬草 や鉱物 を 中

心 とす る天然 物 の 種類 と投 与量 を規 格化 した 処

方 （製品 と し て の 配合法）の こ と で ある 。 当時、薬

局方は ヨ
ー

ロ ッ パ の 都市の 薬種商の ギ ル ド単位

で 決 め られて い た 。 新大 陸 に おい て は 、ア ジ ア 、

ヨ
ー

ロ ッ パ 、ア フ リ カ の 薬 草 が 持ち込 まれ 、 各

地で 同様 に薬 局 方が 導入 され る よ うに な る 。 新

大陸に お ける修道士 に よ る民族医療 の 記述 は、

ヨ
ー

ロ ッ パ の 薬局方の や り方に準拠 し つ つ 、伝

続的 な 知識 に依拠 しなが ら も 、 呪術的宗教 的要

素 に 関 して は 異端 審 問 ［CIItNCHILLA・AGUILAR

1999 ：236− 240］を通 し て それ ら を除外 し 、 独

自の 薬 局方 を確 立 して ゆ くよ うに な っ た 。
ヨ

ー

ロ ッ パ に お ける薬 局方は 業務の 独占を 目的 とす

る もの と して確立 され て い っ た が 、 新大陸に お

い て は薬草の もとも との 情報が 先住民文化に 依

存す る た め に 、先住民 の も つ 知 的 情 報 が ヨ
ー

ロ ッ パ 的 に 再編 成 され る とい う結 果 を生 ん だ 。

　新大陸起 源の 薬草 な らび にその 抽 出物 は ヨ ー

ロ ッ パ に さ ま ざまな社会的影響力 を もた ら した 。

た とえ ば バ ル サ ム トル ー （Mvroxvlon　balsamun）

の 樹脂か ら作 られた ペ ル ー
香油 は、外傷 、皮 膚

感染 の 薬 と して 利 用 され た 。 また こ の 樹脂 は 、

ロ ーマ カ トリ ッ ク教 会 に お け る焼 香 の 材 料 と し

て 広 く使わ れ た 。 香油 を とる樹木は 後 に エ ル サ

ル バ ドル の 太平 洋岸で 商品植物 と して栽培 さ れ 、

1930年代 の 抗生 物質の 誕 生 まで 、殺菌性 を もっ

た薬 品 と して 広 く流通 した 。 ま た コ ン ドデ ン ド

ロ ン 属 （Chondodendron ）の 蔓植物や フ ジウ ツ ギ

科の 高木 な どか ら抽出 さ れ る ク ラ
ー レ と呼ば れ

る アル カ ロ イ ドは狩猟用 の植物毒 と して 、ア マ

ゾ ン 河や オ リ ノ コ 河の 上流 の 先住民の 間で使 わ

れ て い た
。 ク ラ

ー レ に は 骨格筋 を弛緩
．
させ る 作

用 が あ り、今 日 に お い て も医薬品 として 広 く使

わ れ て い る 。 新大陸起源の 植物の うち帝 国の 支

配 の た め の 重要 な 「道具」 と も言わ れ た抗 マ ラ

リア 薬 の キ ナ ノ キ （cinchona ）の 世界的流通 の

経緯 に つ い て は 冒頭 で 触れ た とお りで あ る 。
こ

の 種の 植物 に つ い て の 記述 は枚挙 に い と まが な

い ［OLAYA 　FoNsTAD 　I996；テ イ ラ
ー 1972］。

VI 民族医療の 再領有化に む けて

　 こ こ まで の 私 の 議論 をま とめ る と次 の よ うに

な る 。 近代医療 は 、 19世紀か ら20世紀初頭 に か

けて 、 そ の 基 本的合意 が形成 されて きた 同時代

性 を もつ 医学体系の こ と で あ る
。 近代医療概 念

に 与え られ た性 格 は 普遍 的 で あ る と さ れ た 。 他

方、民族 医療 は近代 医療 概 念が現 時点で は持 ち

得な い 属性 を もつ 体系の こ と で あ る 。 だ が 実際

に は 近代医療 と民族医療 は さ ま ざ まな 相互 交渉

の 歴史 を持 っ て い る。特 に民族 医療が 領有する

天 然薬物 に 関す る利 用法や 知識体 系 は 、近代 医

療の 発展に大 い に 貢献 して きた 。 した が っ て 近

代医療の 知 的資源 の 領 有 に お け る排他 的独 自性

と い う特徴 は 、た ん に 内的 で 固 有な発展 の 結果

に よ る もの で は な く、体系の 外部 （＝民族医療）

か ら さまざま な要素 を吸収 （一部分 的に領有）

しなが ら も、事後的 に そ れ ら の 要素 を固有な も

の と して 普遍 化 して しま っ た結果に ほ かな らな

い
。 こ の 特徴 は 、近代国家成立期 に み られ る文

化 的現 象 ［ホ ブ ズ ボ ウ ム と レ ン ジ ャ
ー 1992］に

類 似 して 、 伝統 （民 族 ）的要素が 整理 強 調さ れ、そ

れ 以 前か ら IE 統性 を保 っ て きた よ うに 作 り変え

られ る 点に あ る 。

　以 ヒの ような解釈 か ら我 々 は何 を学 ぶ の だ ろ

うか 。 まず近 代国家が領有 す る伝統 や （民族 医

療の ）土着性 の 概 念 の 歴 史的構築 に つ い て 理 解

す る こ とが まず 第 1 点 。 次 に 、こ の よ うな理 解

を何 らかの 実 践 的活動 に接 続す る こ と が 第 2 点

で あ る 。 私 が こ こ で 提 案 した い の は 、 民 族医療

を知 的所有権 （無体 則
’
産権） の 観点か ら 、 ある

特定の 個 人 や 集団が そ の 領有権 を主 張 で きる情
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報 的 実体 とす る こ と で あ る。そ こ で は 、民 族 医

療 を情 報 的実体 と して主 張す る こ とに伴 う さま

ざ まな批判 が想 定 され る 。 た とえば、今 日知 的

所有権 をギ張する に は 、近代法に お ける 法 的主

体の 概 念の 確立 が不 口∫欠で あ る 。 しか し開発 途

上 国 にお け る知的所 有権 保護 の 現状 を鑑 み て も、

現 地社 会で こ の 概 念 を適 用す る際 の 困難 さに 出

会 う。 人 類学者が 研 究す る 社 会に 知 的所 有権 を

認め る際に我 々 は次の 3 つ の 困難 さに直 面す る。

（1）知的所 有権 を生 み 出す 文化 は 、要素 の 相 互

作用 を含む動 態的 な もの で あ り静態 的 な実 体 と

して 捉 えられ な い 、（2） 生物資 源 に 関す る文 化

の 保全 は次 世代の 人 々 に対 し て もそ の 福利 を 保

障す る 必要が ある 、（3）知的所有に 関す る互 酬

原則 は 金銭的な もの だ け で は な く知的 な もの で

ある ［STRATHERN 　l999 ：202］。 ある い は 、先 住

民社 会が知的所有権 を主 張で きる とい う発想 は

発展途 E国へ の 西 洋の 開発言説 に お ける現 地 の

人 び とを主 体化 す る発想 と軌 を一
に す る と い

う批判が で る か も しれ な い
8）

。 人格 的 主体 に 帰

せ ら れ る所有権 と い うもの が 西 洋的起源 を もつ

もの で あ り、 と りわけ キ リ ス ト教が 社 会的な所

有概 念 を撤 廃 した とい う見解 も成 り立 つ ［バ タ

イユ 1973：278］。 だが 、 歴 史的構築物 と して の

近代 医療の 諸 制度 に お い て 知 的所有権 の 権利主

張 が こ れ まで 可能 で あ っ た な らば 、民族医 療 に

お い て もその 権利 を法的に 主張す る十分 な余地

は あ る 。 なぜ な ら今 日 の 先 進 国に よ る知的所有

権 の 保 護 主張 は 、開発途 上国を含 む全 世界の 市

場 に お け る経済的優位性 の 確立 を目的 と した も

の で ある こ とが 明 白だ か らで ある 。 実 際 、民族

医療の 知的所 有権 をめ ぐる こ れ まで の 人類 学 的

議 論 は 、 先住 民 あ る い は
一

般 の 人 び と の 権 利主

体 の 法的確立 を論証する こ とよ りも、知的所有

権概念の 相対化 と歴史的構築に 関す る知識 の 流

布 で あ り、また国際社会に お ける 権利主体 と し

て先住民が表明す る こ とへ の 擁護に あ っ た か ら

だ ［PosEY 　and 　DuTFIELD 　1996］。

　無体財 産権 に関 わ る国際 的協約 の 起 源 とそ の

確 立 は 、工 業 所有 権保 護 に関す る パ リ条約 （1883

年）や 著作権 に 関す る ベ ル ヌ 条約 （1886年） を

経て ガ ッ ト （関税お よ び貿易に 関する 般 協定、

1948年発効） に遡 れ る 。 そ して 1986年 9 月の ウ

ル グ ア イ ・ラ ウ ン ドに お け る 決定 を基 に し た

1995年 の WTO （世 界貿易機関）の 設立 で 、 そ

れ は ひ と つ の 転機 を迎 え る 。 WTO 設 立 の 以 前

と以後で は、無体財 産権の 性格づ けが根本的に

異 なる こ と に なる
。 具体的 に は

、 そ れ まで の 著

作 者の 権利保 護 と い う公共性 重視 とい う姿勢か

ら、ユ980年代 半ば以 降米国 を中心 と した先進 国

は 国際貿易 に お け る あ らゆ る知 的情報 を無体財

産権の 名 冖で 保護 し 、 国際市場で の 企 業の経済

活動 を優位に 展 開す る た め の 経済的排他 的独 占

保 護 へ の 原 理 へ と転 換 した の だ ［斎 藤 1998：

185 − 6 ］。 こ こ で 無体 財 産権 を主 張 で きる もの

と して は 、 コ ン ピ ュ
ータソ フ トウ ェ ア や 医薬品

な どの さまざまな丁 業 品の 製造法に 関す る特許

な どが その 中心 に あ り、1980年代 後半 か らはそ

れ らに 生 物 の 遺伝 情 報 が加 わ っ た。そ れ ゆ え

1967年 に 設 立 さ れ 1974年 に 国連 の 専 門 機 関 と

な っ たWIPO （世 界知 的所 有権 機 関）が もつ 無

体財産権 に 関す る 国際 調整機能は次 第に 無力化

され て ゆ く。 や が て ウ ル グ ア イ ・ラ ウ ン ドで は

知的所有権 を含む無体財産権 に つ い て の 国際 的

な協議 は ガ ッ トで 取 り扱 うこ と に な り、さ ら に

1995年発足 当時の WTO が 提唱 した TRIPs （知

的所有権の 貿易関連の 側 面 に 関する 協定 ） へ の

協議 をお こ な うWTO そ の もの に 無体財 産権 の

国際的議論の 主導権が 移 っ た 。 こ の 理 由は 、 ソ

フ トウ ェ ア の 違 法 コ ピー
に代表 され る 、

い っ こ

うに 改 善 され ない 途 上 国 に おけ る無 体財 産権軽

視 の 傾 向に 歯止 め をか け る ため で あ る と言われ

て い る 。
つ ま り無体 財 産権 自体 の 保 護 よ りも、

そ こ か ら生 み 出 され る 経済的 イ ン パ ク トを ど の

よ うに制御す るか に 力点 が置 か れて い るの で あ

る ［DuTFIBLD 　2001 ；斎藤 1998］。

　 しか し なが ら TRIPs が 先 進 国 の 思 惑 どお り

に な ら な い の は 、 1993年発効の 生物多様性条 約

（CBD ） の 中で の 「天 然資 源 の 原 産 国主 権」や

先住民の 伝統 的知識 の 権利 の 尊重 と い う国際社
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会 の 動 きが もう
一
方で 登 場 して きたか らで あ る

［IUCN 　1999］。 だが生物 資 源 の 国家 管理 に 関 して

は、その 支配権 をめ ぐっ て 多様な解釈が うまれ

て い る の が 現状 で あ る 。 国家 に は 国 内の 企 業の

経済活動 を優 先する 立場 と、同時 に 内的な資源

を保 有管理 し 、 公益性 を 守ろ う とする相矛 盾す

る立 場 が あ る 。 さ らに WTO をは じめ とする 国

際社会か ら くる 圧 力が 加 わ り、三 つ どもえの 争

い の 様相 を呈す 。 こ こ で は 、生物の 遺伝情報を

含 む 天 然 資源 を広域 的に 採取 し よ うとす る 先進

国な い しは多国籍企 業 と 、 国内 にあ る資源の 管

理主 権 を主張す る途 E国 の 対立が 鮮明で あ る 。

そ の 陰 に隠 れて 先住民 の 権利問題 は常 に後 回 し

に され て い る の が現状 だ 。

　生 物多様性の 国家管理 とい う方向性 とは 逆 に 、

生 活に根 ざ した形で 存在す る 生物多様性 とそ れ

らを支 えて い る人び とへ の 利 益還 元 を考える動

きが ある 。 それ は 生物 多様性 の 保 全 に貢献 して

い る先住 民の 知識 や生 活 の 営 為 を国 際社 会の 中

で公 正 に評価 し、具体 的 に 人 び と に 利 益 を還元

させ る こ とで ある 。 イ ン ドに お い て NPO 沽動

に か か わ りなが ら農民 の 技術 創造 性 に つ い て の

研 究 をお こ な うア ニ ル ・グ プ タ は 、 伝統的知識

や技 術創 造性 に 対 して 、商 業 的利 用 で 生 じた利

益 の 還 元 の 具体 的 方法 を提唱す る ［GUPTA 　 n ．

d．］
9／・

。
こ の 方法の ユ ニ ー

ク な点 は、還 元 へ の 対

象を特定の 名指 しが で きる 個人 と、専 門職 集 団

や 共 同体 な どの よ うに 特定の 個人 と して 名指 し

の で きな い もの に分け 、 還元 され る 事物 を貨幣

を含む物 質と 、学位 や 社 会的 名誉 な ど の 非物 質

に分類 し、そ れ らの 組 合せ に応 じた利 益 還元 を

考 えて い る こ とで あ る ［斎 藤 1998 ：193 − 195］。

地球全体の 生 物 多様性 の 保 全に 貢献 し て きた 農

民 や先住 民 へ の こ の よ うな 利益還 元の 方法の提

案は 、そ れ を正 当化 させ る 人 問集団 へ の 新た な

法的権 利 の 構築 と深 く関 わ り、 さ ま ざまな地域

で 多様 な権利 の 画定作業が 試み られ て い る 現 象

の ひ とつ で あ る 。

　 先住民が イニ シ ア チ ブ を もつ 民族 医療 に 関す

る知識 と実践 に は 、情報の 非公 開性 、適 用範 囲

の 不確 実性、貨幣価値 に還元で きな い 診療報酬

な ど の 特徴が 伴 う。 民族医 療の こ れ らの
一

連 の

特徴は すで に指摘 して きた よ うに実際近代 医療

が 排除 して きた理 論属性 に ほか な らな い 。 した

が っ て 、 グプ タの 方法 が民 族医療の 知的所有権

に 関す る利益 の 還 元 の 図式 に た だ ちに 結 び つ く

と は思 わ れ ない
。 しか しな が ら こ の 種の 提案が

示唆す る社 会的 意義 と は 、民族医療 を近代医療

か ら落 ち零 れ た逸脱 と して で は な く、近代医療

と全 く1司 じシ ス テ ム と し て 捉 え る と い う見方 を

提 唱 した こ と に あ る 。
つ まり民 族医療 を領有す

る こ とが 自然で 可 能な もの と して 想定 され て い

る こ とで ある 。 だ が近代医療が 民族医療 を包 摂

し て ゆ く過 程 を通 して 、 近 代医 療の 運営 の 形態

と特徴が こ れ まで とは 違 っ た もの に な っ て ゆ く

口∫能性 も想定 され る 。 しか しなが ら、 こ れ が仮

に 現実 に可 能な もの に な っ て もまた、近 代 医療

が 現在抱 えて い る社 会問題 を民 族 医療 の 領域 に

持 ち込 む危険性 も新た に生 まれ るか も しれ ない
。

た とえ ば 、 医療資源が 社 会階層 や ジ ェ ン ダ
ー

の

違 い に対 して不 平 等に配 分 され た り、民 族医療

の 個 別 の 領 域が 専 門職分化 を とげて サ
ー ビ ス の

独 占が お こ る と い っ た 事 態 で あ る ［DOYAL

1995］。

V皿 結論

　近 代医療が 民 族 医療 を包摂 し つ つ そ の 運営 形

態 を変えて ゆ くとは どの ような こ とを指 す の だ

ろ うか 。 そ の 手が か りをバ イオプ ロ ス ペ ク ター

（bioprospector） と呼ばれ る バ イオテ ク ノ 1コ ジ ー

企 業あ る い は 製薬産業か ら雇 わ れ た研 究者 に よ

る 天然資源 の サ ン プル 採 集活 動 と、そ れ に 対す

る先 住民 や 連携 す る 組織 に よ る抗議 運動 の 中に

求め て み よ う ［BELEJAcK　2002］。 こ れ ら の 企 業

活 動 に対 す る批 判 を まとめ て み る と 、 そ れ ら は

決 して 生 物資源の 探査 （bioprospecting）で は な く、

先住 民 が 維持 し続 けて きた 生物多様性 の 保 全 と

それ らか ら得 て い る知的財産 （＝生物資源）に

対 す る生 物 的 海賊行 為 （biopiracy） で ある 、 と
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い う もの だ ［Sill＞A　l997；シ ヴ ァ 1997 ：267 −

273］。 こ の 状 況 にお い て 人類学者が 果 た す役割

は 極 め て 両義 的 で あ る 。人類 学 者 は歴 史的 に み

て 、民 族医療 をは じめ とす る生物多様性 に関す

る財 産 目録 を整 備 しつ づ けて きた 。 人類学者の

中に は 自分 の 仕事や 過 去 の 民 族誌 文献 を現地 語

に翻 訳 した り、少 しず つ で は あ るが得 られ た情

報 を現地 社 会に還元 しよ う とす る者 がい る。逆

に他方で 、国家や多国籍企業 が絡 ん だ プ ロ ジ ェ

ク トで は 、 人類学 者 の 過去 の 活動 は帝 国主 義 的

搾取 の
一

つ で あ り、人類学者の 現 地 人向けの 発

言は多国籍企 業側 に よる 先住民 へ の 搾取 の 事実

を隠蔽す る と告発 さ れ る
Lα

。

　 八類学者は現地 人 の 味方か 、 は た また 帝国 主

義 の 先 兵 か、 と い う こ の 種 の 二 分 法的 議論 は

ユ960年代後半 に さか ん に お こ なわ れ た 人類学批

判 の 構 図 とそ れ ほ どか け離 れ て い な い ［GOUGH

l968 ；NADER 　l969］。 さ らに 、こ の 問題 へ の 処

方箋 も長 年議 論 され て きた
。 人類学者は

、 そ の

学 問が啓 蒙主義 の よ き伝統の 延長 トに あ る と弁

解す るか 、植民 者 的 メ ン タ リテ ィ を 自己批 判 し

て 人 民の 側 に つ くと宣 言 した 。 前 者 は 人類 学理

論 を道具 化 し、その 誤用 を 防 ぎ、よ き活用 へ の

提案 を行 うこ と 。 後者は 学 問の 構 造 的批 判 を済

ませ て 机 に戻 る か 、学 問 を止 め て しまうか で あ

る 。 民族医療 を含む生 物多様性の 保 全にお け る

先住民の 知的所有権 をめ ぐる 論争 に巻 き込 まれ

る 人 類学 者 も、こ れ と同 じ運 命 をた どる の だ ろ

うか 。 私は別 の 道 を模索 した い
。

　 人類学批 判 の 構 図は同 じだが 、我 々 が 直面 し

て い る 現象は
、 政治的な支配 と被支配 とい っ た

問題構 成 で は な い 。 む しろ 医 療や 知識 の 領 有 と

その 法的権原 をめ ぐる論 争で あ り、そ こ か ら生

み 出 され る利 益 に よ る経 済的 な支 配 と被 支配が

懸念 され て い る の で あ る 。 こ こ で 知 識が 領 有 さ

れ る こ と自体が 問題視 さ れ て い る わ けで は な い c

知 識 が富 を生み 、そ の 富が 独占 され 続け る こ と

が不道 徳で あ る と先住民 （お よ び支援団体） は

告発 して い る の で あ る 。 得 られ た 富 は生 み 出 さ

れ た 源 に返 さなけれ ば な らな い 。製 薬企 業が 先

住民 か ら知識 を得 、そ れ が富 を生 むの だ か ら、

そ の 富を 先住民 に 還元 す る の は 当た り前 で あ る 。

富 を独 占す る の は 不道徳で あ り、適切 な方法で

社会の なか で富 （＝財）を循環 させ な けれ ば な

らな い
。 そ れが 社会の 法則 で あ り贈与 に 関する

社会理 論 は我 々 に その よ うに教 えて い る ［モ ー

ス 1973；MAuss 　 l990；今村 2000］。

　 こ の ような倫理 観は 、人 び とを救 う医薬品の

知識 を秘 匿 した ま まに お くの は不道徳で ある と

非難 して い た冒頭の ア メ リカ 医 師会 の 倫理 綱領

と通底す る
。 そ うで あ る な ら 、

で は どの よ うに

是 正 策、 よ り具 体 的 に は利益 の 返還 手続 きを構

築す べ きだ ろ うか 。 もち ろ んそ の ため に、我 々

の 時代 精神 の 中 に 「贈 与 の 霊」 を召 喚す る必 要

は な い よ うに 思 わ れ る ［サ ー リ ン ズ 1984］。 む

しろ 逆 に WTO が 地 球 の 隅 々 に まで 徹 底 させ よ

うと して い る知的所有権の 概念 を さ ら に拡張 さ

せ れ ば よ い と い うの が こ こ で の 主張 の ポ イ ン ト

で ある ［BOYLE 　1996］。 歴 史上 の 先 住 民 の 知 識

が人類社会に もた ら した貢献 を貨幣価値 に 換算

して 、利益 に預か っ た 入び とか ら、知識 提供 し

た先住民 とそ の 末裔に 対 して 利 益 を還元 す べ き

こ とを最初 の 候補 と して私 は提案す る
ユD

。 人類

学 が こ れ まで 蓄 積 して きた知識 は、そ れ に具 体

的 な情 報 をもた ら し、国際社 会が先住民 に支払

う長年 の 債 務の 大 きさを実 感 させ る だろ う。 も

し先 進 開 発 国 が 先 住民 に 対 して 過大 な債務 を

負 っ て い る と認識 す る の な ら、彼 ら が 住む 先進

国の 内的な後進地域や 開発途上 国 に 背負 わ され

て い る 債権 な ど全 く問題 で は な い 。 そ こ で は

我 々 の 常識 と は 裏腹 に 、債務返 済の モ ラ トリア

ム や 帳消 しを求め る者 とは 途上 国の 人び と で は

な く、今 まで 民族医療の 派生物か ら恩恵 を受け

て きた先進 国の 人 び とや 多国籍製薬企 業 に他な

らな い 。 そ れは現在 まで の 植民地に お ける 収奪

の 歴 史 ［ガ レ ア ーノ 1986］か ら見れ ば
、 自明 の

処 方箋 と も言 える べ き もの で あ る。多 くの 先進

国 の 八び とに と っ て 、こ の 提 案 が到底受 け入 れ

られ な い もの で あ るな らば、私はそ の 代替案 と

し て 知的所有権 の 過 度 の 適用 に 歯止 め を か け、
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それ らを相殺す る 国際社 会 と先 住民 の 問に 互酬

制 の 社 会原理 を復活＝＝創造 させ る べ きで あ る と

考 える 。 知 的所有 とそれ か ら派生す る 富は互酬

制 の 中 に組み 込 まれ て きた と理 解 され て きた し、

それ が 「本 来 の 社 会」 の 姿 だ と想像 され て きた

もの だ 。 本論 の 皿節 、IV節 、　 V 節 で 述 べ て きた

歴 史 的検 証 は 人類 学 的 考察 の た め の 重要 な ツ
ー

ル に な る だろ う。 我々 が 社会性 を維持 し共存 し

て ゆ くた め に は 、我 々 が これ まで 受け て きた も

の の 中 に 「完 全 に無償 の 贈 与 と い うもの は 存在

しない 1 ［DouGLAs 　1990 ：ix］
12）

と い うこ と の

社 会 的意味 を人類 学者 は今
一

度 想起す る 時に来

て い る よ うだ 。

注

1 ） 英 文 名 は UN 　Draft　Declaration　en 　the　Rights　of

　indigenous　Peoplesで あ る ［POSEy　and 　DuTFIELD

　l996 ：181− 198］。 原 文 は 国際 li藝合 （URL ，
　http ：

　X！www ．　un ．　org ！）に リ ン ク す る ペ ー
ジ の 他 に 、先

　住 民 を支援 す る さ ま ざ まな NGO 組 織 が コ ン

　 ビュ
ー

タ フ ァ イ ル の 書式で 無償提供 して い る 。

2 ） こ こ で い う特効薬 の 特許 と は 、現 在の 発 明特許

　や 医薬品特許 とは異 な り、特効薬 と称 して 特定の

　医薬 品の 販売 と処方を独占する こ とをさす 。 ア メ

　 リ カ 医師会が t 張す る特 効薬の 特 許 を排 す る と

　は、医師が 患者 を診 る業務 の 独 占 を前提 に して 、

　医師 の 間 の 競 争が特 定 の 個 人 に独 占され て い る

　特効薬 に よ っ て 妨げ られ て は な ら な い と it張 す

　 る もの で あ る 。 こ の 時期 に 遡 る半 阯紀 は ヨ
ーロ ッ

　 パ も米国 も無免許 療法 と特許薬 が席 巻 して い た

　 ［シ ュ ラ イ オ ッ ク 1974 ：210 ；ポーター 1993］。

3）米国の 法務 当局 は、オ ラ ン ダに よ るキ ニ
ーネの

　 専売 と市場 独 占を反 ト ラ ス トの 精神 に 反 する こ

　 と を理 由に 、1928年 に ニ ュ
ー

ヨ
ー

ク の 商 社 が 販

　売 して い た キ ニ ー
ネを差 し押 さえ、2 人 の オ ラ ン

　 ダ入 を拘束 して い る 。 法務当局の 措置を擁護す る

　 か の よ うに 、米国 の 医療政策担当者 の 中に は マ ラ

　 リ ア に唯
一

効果 を もつ キ ニ
ー

ネ の 独 占は 人類 に

　対 す る 犯 罪 行 為で あ る と い う認 識 が あ っ た と い

　 う ［テ イ ラ ー 1972 ：109− 111］c、こ の よ うな モ ラ

　 リ テ ィ の 構築 は 現 在 の 我 々 に と っ て も何 ら 不 白

　然 なもの で は ない 。

4 ）熱帯地域 にお ける動植物の 観察 な らび に採集 、

種の 同定や新種 の 発見 は 、 最初は ア マ チ ュ ア な ら

　び に 専 門 の 博物 学 者 な い し は コ レ ク タ ー一 植

物 の 場合 は プ ラ ン トハ ン タ ー
　　に よ っ て 成 し

遂 げ ら れ た ［ROYS 　I931］。
　 i未 開民お よび原住 民

　に よる植物利用 の 研究 」で あ る ethnobotany （民族

植物学）とい う名称は すで に 1895年に 登場 して い

　る ［ALcoRN 　1984：2 ］。
コ レ ク タ

ー
た ち の 活動は 、

　未踏 の 現地 に入 り、現地 の 人 た ちか ら直接情報 を

得 て
、

サ ン プ ル を収集す る とい う人類学 者さ な が

　ら の 実 践 か ら 構 成 さ れ て い た ［キ ン グ ド ン
ー

　ウ t 一 ド 1999］。 こ れ らの 活動 は、本国 に お け る

　生物科学 の み な らず 園芸、育種学、薬学 など に 貢

献 す る こ と に な っ た こ とは 言 うま で もな い
。 以 上

　の こ とは天 然資源 の モ ニ タ リ ン グ とそ こ に住 む

　人 び と の 生 活知識 と は 極め て 密接 な関係 を示 唆

　す る もの で ある 。

5 ）川 喜 田 愛郎は 1628年 の ウ ィ リ ア ム ・ハ
ーヴ ェ イ

　の 血 液循環に関す る書 物 の 公刊 を 「近代医学 の 進

　水式」とII乎び西洋近代医学史に か ん する記念碑 的

研究 の 冒頭で の エ ピ ソ
ー

ドに 血 液循環論 を取 り

上 げ て い る ［川喜 田 1977 ： 3 ］。また近代医療 の

発 展 を は じめ て 内 部 か らで は な く外部か ら描 い

　た と い わ れ る 米国 の 歴 史家 シ ュ ラ イオ ッ ク に よ

　る 『近代医学の 発達』は、近代医療 の 起源 を17世

紀 か ら始め 、出現期 を19世紀 の 前半 に 、また近代

医療 の 完成 を 19匿紀 の 末 と して い る ［シ ュ ラ イ

　オ ッ ク 1974］。

6） 皇 漢 医学 は 当 時 の 日本 の 文部 政 策組織で あ っ

　た 「大学」に 1870 （明治 3 ）年 に 設置 された部局

　 「皇漢医道御用掛」 に使わ れ た 用 語 に 由来す る 。

す な わ ち漢 方医学 は 蘭方医学が 勢力 を もっ て い

　た 時代 に
一

度公的な形 で復古 して い る の だ。そ の

　4年後の 「医制」に よ っ て否定 された 時期か ら専

　門医 家 に よ る復 古運動が 起 こ り、そ れ が 衰退 し た

後 に 今度は大 衆化 され た保健運 動 と し て 甦 る と

　い う複雑 な展開 を と げ る ［中 11」 1967 ：359］。

7 ）修 道 十 ベ ル ナ ル デ ィ
ー ノ ・デ ・サ ア グ ン

　（BERNARDJNO 　DE 　SAHAG 【〕N ．1499？− 1590）や医師で

　1570年に王室か らプ ロ トメ デ ィ コ
・ヘ ネラ ル

　ス ペ イ ン 領 イ ン デ ィ ア ス に お い て 医療 と薬業 の

統 制に 責任 を も つ 医 師委 員 会 の 長 　　を任 ぜ ら

　れ た フ ラ ン シ ス コ ・エ ル ナ ン デ ス （FRANCISCO
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　 HERNANDEz ，　ca ．1517− 1587）が 征服期初期 に新大

　陸の 民 族医療 に つ い て 数多 く記載 して い る 。また

　 ペ ル ー香汕 を もた ら した 医師ニ コ ラ ス
・
モ ナ ル デ

　 ス （NlcoLAs 　MoNARDES ）が 1569年 に 記 した書物

　に は 新大 陸起 源 の 薬 用 植 物 が 多岐 に わ た っ て 紹

　 介 され て お り、ヨ ーロ ッ パ の 薬種商が 競 っ て そ れ

　 らを入手 しようと して い る 。

8） マ イケ ル ・ブ ラ ウ ン は 、先住民の 知 的所有権 を

　認 め よ うとする 研 究 態度 に対 して 「道 徳 的 錬金

　術」だ と厳 し く批 判す る ［BRowN 　l998 ：199］、，

　彼 は 現 地 の 人 たち に 1知 的所有権 を ドラ マ テ ィ ッ

　 ク に拡張する こ と 」 は 、問題 と な っ て い る人 々 を

　 公的で 主要な情報か ら遠 ざけ、い い 加減な学 問的

　吟味 をお こ な U 丶 錯綜 した倫理 的問題 を単 な る所

　有の 問題 に矮小 化 する もの だ と い う。私は ブ ラ ウ

　 ン の
・
方的 な論 難の 限界 と して 、「問題 とな っ て

　 い る人 々 」が 、 実際に は知的所有権概念 を軸に 世

　界 の 各地 で 様 々 な異議 申 し立 て お こ な っ て い る

　事実 を過小評価 し、人 類学的知識 の 吟味 か ら 結 果

　的 に 現地 の 人 た ち　　 もち ろ ん
一

枚岩で は ない

　　 　を排 除 す る 占典的 な人 類学 の 学問的構 成 を

　指摘 して お きた い 。 つ まり先住民 の 文化 の 知的所

　有権概念 の 無効性の 論証 と い う学問 的想像力が 、

　 なぜ TRIPs へ の 批 判 に繋が らな い の か と，，

9 ） グ プ タ 教 授 の 業 績 に つ い て は 凵本福 祉大 学経

　済学部の 斎藤千宏教授か らご教示 い た だ い た 。 こ

　 の 論 文 は もともと イ ン ドの ニ ュ
ー

デ リーに お け る

　Society　 f〔，r　Premotion 　of　Wastelands 　Development

　の 記念講演 （1996） で 発表さ れ た もの で ある ［斎

　藤 1998 ：199］、，しか しなが ら印刷媒体で は 入手

　不能で あ っ た の で 、グ プ タ教授 に直接 問 い 合 わ せ 、

　執筆者 自身か ら電 壬テ キ ス トの 形 で 筆者に 供与

　 さ れ た もの を参照 した。斎藤教授 な らび に グ プ タ

　教授 に謝意 を表 した い
、．

10） ジ ョ
ー

ジ ア 大 学 の 人 類学教授 で 国際的に 著 名

　 な民 族生 物 学者 ブ レ ン ト・バ ー
リ ン は 、 1998年か

　 ら は じま っ た 多国籍製薬企業 が 支援 する メ キ シ

　 コ 南 部 で の 民 族 医療 の 研 究組 織 で あ る 国際共

　 同 生 物 多 様 性 グ ル
ー プ ・マ ヤ 〔lnIemational

　Cooperative　Biodiversity　Group −Maya ） の 所 長 と

　な っ たが 、先住 民 NGO の 民族 医療実践 グ ル
ー

プ

　 と の 間 で 、先 住民 が 受け る べ き便 益 と そ の 必 要性

　 と の 間で 主 張が 対立 し、辞任 に 追 い 込 まれ た。

　 バ ー
リ ン を批 判す る グ ル ープに よ る キ ャ ン ペ ー

　 ン に は、彼 自身の 行動の み な らず、こ れ ま で の 人

　類 学 者 の 行 動 に 対す る批 判が 数多 く含 まれ て い

　 る ［BELEJACK 　2002］。

11）医療 の 領有に まつ わ る 、 あ る ひ とつ の 問題 を よ

　 り厳 密 に は 検討 しなか っ た。それ は 、医療 は所有

　 され る もの で は な く、実践 され る もの で あ り、そ

　の 現場 に構 築 され る経験 的事実 で ある と い うも

　 の だ 。 だ が私に は以 ドの よ うな こ とは 自明で あ る

　 と考 える。民族医療 も近代医療 と同様歴 史的社会

　的 に 構築 さ れ た フ ィ ク シ ョ ン で ある と い う事実

　 を仮 に 受け 入れ て も、我 々 は医療体系 を実体視 し、

　そ の こ とを通 して 社会 を動か し 、 何 か らの 卞体的

　関 ワ・を お こ な っ て い る ［池田 2002b］。 そ の よ う

　 な活動 を通 して 、 医療 は ふ たた び元 の 形 とは異な

　る もの と して組み換 えられて い く。民族 医療の 事

　実 と は 社会的 に構 築 さ れ た もの で あ る に もか か

　 わ らず、そ こ に参与者の 主体的関与が存在 し、そ

　れ が 翻 っ て 民族 医療 と い う事実 を構成 する こ と

　で ある 。

12＞メ ア リ
ー・ダ グ ラ ス は 、モ ース の 贈与論 の英語

　版解説 にお い て 、 こ の 1923−24年号 と して 書か れ

　た 『社 会 学年報 』論 文が デ ュ ル ケ
ー

ム 学派 か らマ

　ル ク ス 主 義 に対抗 し つ つ 、第
一

次 大戦後の フ ラ ン

　 ス の 民卞 卞義 を救済 す る 学 問的 回答 で もあ っ た

　こ とを指摘 して い る 。 贈与論 の 第 4 章結論 の 冒頭

　 に あ る 「道徳的結論」と い う標題 が 現 在 の 学問的

　議論 の ス タ イ ル に馴染 ん だ我 々 に 対 し て 違和感

　 を与 え る 理 由 は 、彼女 の こ の 指摘 に お い て 氷解す

　 る 。 学問 の 実践 に お い て 自 ら の 政 治的立場 を表明

　する 伝統 は 少な く と も過 去百 年 間の 間に 大 き く

　変わ っ た ［DouGLAs ユ990：xvi ；池 山 2001：320］／．／

　国際法 が取 り扱 う領域 や 通常の 法的概念か ら み

　 る とす で に時 効が 成立 して い る歴 史上 の 虐殺 、 強

　制連行、奴隷売買に つ い て も法学 の 領域 で 具体的

　な補償 の 実現 に む か っ て 実際の 議論が は じま っ

　て い る ［BRooKs 　1999］。贈 5一に まつ わ る過剰な消

　費や 、モ
ー

ス の 議論 を受け て 事物そ の もの を所有

　す る こ との 不可 能性 に つ い て 論 じた 先駆的考察

　［バ タ イユ 1973］に つ い て は本論文で は L分に 供

　す る こ とが で きなか っ た 。 こ れ に つ い て は 今後 の

　課題 と した い
。
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AnAnthropological  Consideration for Appropriating

Ethnomedical  Knowledge  for Modern  Medicine

                                  IKEDA Mitsuho

      Keywords  : ethnomedicine,  rnodern  medicine,  appropriation  of  medicine,  intellectual property,

                indigenous people.

Context

    Almost  all modem  medicinal  drugs historically originated  from traditional and  indigenous usage,  also

known  as  ethnemedicine.  Ethnomedicine is not  only  a  ]ecalized therapeutic system,  but is also  part of  our

human  heritage. But we  only  talk  about  scientific  episedes  of  historic discoveries of  useful  traditional drugs,

while  never  discussing levying an  economic  payment  from modern  society,  or  even  multinational  companies,

for the indigenous people who  introduced the drug to us, This social  condition  call  for indigenous people  to

contest  the unequal  distribution of  profits from ethnomedicine.

Objective

    The  aim  of  this paper is to elaborate  on  the social  value  of  maintaining  ethnomedicine  as  intellectual

property based on  the global capitalistic  circulation  of  industrial cQmmoditles.

Task

    To  complete  the objective  above,  we  need  to answer  the following twe  questions. (1) What  is the social

cendition  that we  are  able  to attain  by guaranteeing fair accessibility  of  useful  medical  systems  without  any

]imiting factors, especialLy  economic  ones?  ; (2) How  do we  redistribute  the economic  and  non-economic

profits that indigenous people have provided for medern  society?

Discussion

    To  discuss the tasks above,  the concept  of  
"appropriation"

 is applied  as  a theoretical framework  to

some  historical case  studies  in Asia and  Latin America. 
i`Appropriation"

 is defined as  the strategic  usage  of

cultural elements  between a dominant  culture  and  u  suberdinate  one  in a  colonia]  andlor  postco]onial context.

    There are  some  difficulties in redeeming  economic  payments  as  
"counter-service"

 (a sociological  term

of  Marcel Mauss,1924) from modern  society  for indigenous peoples that have contributed  to the

development  of  modern  science.  The  reason  stems  from the impossibility of  defining either  modem  medicine
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or  a  traditional one.  These two  medical  systems  have been cross-fertilizing  each  other  historically and  it is

hard te explain  why  each  medical  system  is independently autonomous.  It is also difficult to establish  how  a

single  legal subject  can  be attributed  to ethnomedicine,  because ethnomedical  knowledge is generally

collectiye.  Moreover, realistically,  modern  nation  states  are  not  willing  to recognize  the social  importance of

indigenous people who  can  potentially maintain  usefuI  ethnomedical  knowledge, because natienal  agendas

focus only  on  how  to appropriate  ethnomedical  knowledge  as  a  national  property.

Conclusion

    There is an  inequality between the benefits whieh  modern  society  has gained from ethnomedicine  and

those w'hich  indigenous people huve gained from modern  science.  The  preblem is that indigenous people

have not  received  any  type of  restitution  for centributing  ethnomedical  knewledge  to modern  seciety.  How

should  anthropologists  respond  to these problems?

    The  author  criticizes  the  recent  trends in the globalization of  intellectual property rights  that protect only

multinational  medical  pharmaccutieal companies.  One  radica]  option  is to have intcrnational secieties

calculate  the  total economic  value  for the  contribution  and  maintenance  of  ethnomedical  resources  by

indigenous people and  to  compensatc  them  through  international multilateral  cooperation  plans.

    Or, a more  realistic  alternative  is to collect  the compensation  proposals of  indigcnous societies  and

make  a consensual  agenda  to make  sure  that the indigeneus people's voices  are  heard. Anthropological

knowledge  has the  potential to help coordinate  this agenda.


