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水俣病 を語 り始め た 「奇病の 子」の 生活史よ り
一

　　原田　利恵

（東京都立大学大学院）

　こ の 論文 に おい て は、水俣病生活被害の 社会的側面 に焦点を当て る 目的で、初期 の 劇症患者

の 子弟で あ る が、既往症 が な く、青年期以 降他出 して 水俣病事件 の 当事者 に ならなか っ た個 人

の 生活史を見て い くc

　こ れ まで の 水俣病 に 関す る研究蓄積か ら推察される 通 り、水俣病患者家族が経済酌貧困 に 陥

り、地域の 差別 の 対象 とな っ て い た こ と が 具体 的 に 示 され る と と も に、こ こ で は、ある 時点 か

ら患者家族で ある こ とを公 に し、む し ろ積極的 に患者家族 と して 社会 と関 わ る こ とを選択す る

よ うに な っ た事例 を扱 うこ とに よ っ て 、患者家族 に まつ わ る諸困難をどの よ うに乗 り越 えて

い っ た の か とい う過程 を描 い て い く。

　そ こ で 明 ら か に な っ た こ と は、　 「奇病 の 子」とい うス テ ィ グマ 化 した 自己 とい う重荷 を水俣

地 域 か ら他出 し た こ とに よ り軽減 し、他 者 と の 関 わ り方 に よ っ て 、水俣病患 者 の 子 で ある こ と

に むしろ 積極的な意味を見い 出 し、さ ら に は社会的資源 と して 活用 して い くとい う、今まで の

患者家族 像 とは異 な る水俣病第二 世代 と して の 新 しい ア イデ ン テ ィ テ ィで あ っ た、，

キ
ー

ワ
ー
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1．問題の 所在

　 こ の論文に お い て 、
一

人の水俣病患者の 子弟 の 生 活史 を題材 に水俣病患者第二 世代 の ア イデ

ン テ ィ テ ィ に つ い て考察 して い く。 その 目的は、第
一

に、生活史手法 を用 い る こ とに よっ て 、

公害被害の なか で も特に社会学的な領域 とされ る生 活被害の 実態を浮かび上が らせ る こ と 。 第

二 に 、患者の 子弟 の 生活 史を追 うこ と に よ っ て 、公 害被害の 社会的継続性、世代 を超えた影響

を可視化する こ とで ある 。

　水俣病事件 におけ る生活史研究は まだ少な い が m 、社会学的先行研究 と して は、まず、1976

（昭和51）年に発足 した不知火海総合学術調査団 の 研究が あ げ られ る 。 た とえば、芦北 の 民衆

史と水俣病事件史に取 り組ん だ色 川大吉の 「不知火海民衆史」、患者多発部落の共同体の 構造

に迫ろ うと した鶴見和子 の 「多発部落の 構造変化 と人間群像」 、 宗像巌の 「水俣の 内的世界 の

構造と変容」論文 などが ある が、当時、調査 団内部で 問題の 当該地域 に おけ る社会科学的手法

の あり方お よ び研究姿勢 に つ い て厳 しい 自己批判が 行わ れ た様子が うかが える （色川 ， 1995： 5−

35） 。 なか で も宗像は 、　「社会科学的手法 に よ っ て 、はた して 水俣の精神世界は ど こ まで照射

され 、理解 され うる の で あろ うか」 とい う自問 の もと、共同調査を離れ 、 孤独 な個別聞き取 り

調査 へ 傾倒 して い くが、宗像が現地 で の研究者 と して の葛藤の 末に結論 として 導き出した方法
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論は モ ノ グ ラ フ 的手法で あ っ た 。 こ れは、イ ッ シ ュ
ー化 した フ ィ

ール ドへ 入 っ て い こ うとする

者へ 重要な示 唆を提示 して い る
12
 

　 こ の ような現地密着型の 質的な調査研究か ら地域の 構造 を描 き出そうとする試み に対 して 、

公害被害 の なか の 生 活被害に焦点を絞 り、そ の 概 要 を把握する上 で どち らか とい えば量的調査

志向に もとつ い て行わ れ た研究報告が ある 。 　 つ は 、園部 らの 研究 グ ル ープ が 関東 と関西地域

に お い て行 っ た有機水銀汚染地域か ら移住 した患者 の 生活被害に つ い て の 調査報告 （1987〜1990

年）、もう一・つ は、飯島 ・舩橋研究室が合同で新潟未認定患者 100 人を対象に行 っ た公害の 生活

被害に つ い て の 調査報告 （1993年）で ある 。 両調査報告 は、公害被害の 実態の なか で もこ れ ま

で あまり手が つ け られて こ なか っ た側面 に焦点 を当て、しか も有機水銀汚染地域か ら転出する

こ と に よっ て 逆に派生 する被害や、未認定患者の 生活被害の 実態 をある程度量的に把握で きる

形で 示 した点が新 しか っ た。

　本論文は、こ れ らの 生活被害 をふ まえた上 で 、その 実態 をさ らに掘 り下げて 見るため に、生

活史の 手法を取り入れ た 。 生活史研究に お い て は、被調査者の ア イ デ ン テ ィ テ ィ確立 の 過程を

調査者が 共有する とい う課題が 一つ の 主軸 と な っ て い る が 侑 末，1995 ： 180−181 ）、こ の 旧来

か らの テ
ー

マ は、ラ イ フ ス テ
ージ や

一
個 人 の 生活 史上 に は 現 われ に くい ゆ る やか な社会変動と

の かか わ りで論 じられ るだけで はなく、水俣病事件の ような公害被害の 急激か つ 激烈な個人の

生活史の ゆ さぶ りに よ っ てゆ ら ぐアイデ ン テ ィ テ ィ を考察する場合に も有効である 。 もちろん

量 的調査 と質的調査 の相互補完 に よ っ て そ の 精度が高め られる こ とが必要で あるが 、 特に 今回

の よ うに生活被害の なか で もア イデ ン テ ィテ ィや精神的側 面を考察して い く場合は 、生活 史調

査 が適 して い ると思 われ る 。

　ただ し、こ こ で ア イデ ン テ ィテ ィ や ス テ ィ グマ の 理論を援用 して公害被害者 の 生活史を分析

す る の は、水俣病被害 を素材化 し て 生 活史の 手法に つ い て議論 し た り、従来の ア イ デ ン テ ィ

テ ィ 論や ス テ ィ グ マ 論 に理論的に寄与す る と い うよ りも、
一

人 の 個 人 を通 して 、ある特定の 時

代に特定の 状況下に おかれた人々 を社会的なまとま りとして照射するとい う意図を もっ て い る 〔3’　e

つ まり、水俣病事件 とい う 「歴史的現実の なか で 生活する ひ と りの民衆」 とい う視点 と、 「社

会の なか に意味 を創出 して い く主体 として の 個人」　 （天野，1996：27）との接点を探る試み な の

で ある 。

　言 い かえれ ば、それ は従来の ア イ デ ン テ ィ テ ィ論が、 「たえず内部の 生命力に よ っ て押 し上

げられ、自己を拡充 し、社会の なかに意味を創出 して い く主体 として の個人」に 焦点を当て 、

ス テ ィ グ マ 論が対面 的な人 間関係 を中心 に力をそそ ぎ、生活史研 究が 唯
一無二 の 存在 として の

個人の 側面を強調 して きた流れと、水俣病事件 とい う 「歴史的現実に さらされ たひ と りの 民

衆」 と い う民衆史的な ア プ ロ ーチ をモ ノ グ ラ フ の 手法に お い て 接合で きな い か とい う問題関心

に よ る
。

　こ れ は水俣病の研究蓄積を評価 した上 で 、こ れ まで の 「告発型」の被害者像 とは違 っ た側面

に 焦点をあて る とい う意味を含 んで お り、また、イ ッ シ ュ
ー

分 析 に重点 を置 い て きた 日本の 環

境杜会学 と構造分析が主流で ある他の社会学領域 との 問題の 共有化 を模索する とい う意味 も含

ん で い る 。
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　つ ま り個人 の 生活史を記述 し、その 内面 を考察する の は、被害実態の把握とい うよ りも、む

しろ、公害に よ る経済破綻、家庭生 活の 崩壊、人 間関係の 軋轢、肉体的 ・精神的苦痛 とい っ た

危機的な状況に 直面 した と きの 「生 き方」を提示す る とい う、 上 に述べ た ような意味で の よ り

積極的な意義を もつ もの で ある 。

　また、対象を患者本人で は なく、そ の 子弟 と した の は 、 上 に述 べ た ような身体的被害を被っ

た個人 の 日常生活や家族に派生する生 活被害の 実態をふ まえた上で、新たにそ の 継続する影響

に つ い て考察する ため で ある 。 こ の場合の 「継続する影響」とは、当事者
一
個人が長期 間にわ

た っ て影響 を被 り続け る とい っ た意味で の 「継続」で は な く、何世代に もわた っ て 当事者の 子

や孫 に ま で世代 を超えて 影響が 続い て い くとい う意味で の 「継続」で ある 。

　水俣病被害者も第二 世代、第三世代 に なる と社会経済的地位が ヒ昇 し、高学歴化 し て きて お

り、その 被害状況は
一

見薄 まっ て きて い るよ うに 見える 。 しか し、実際 に患者家族 に ア プ ロ
ー

チ して み る と、彼 らの い う 「心の 傷」 とい っ た もの は 世代 を超え て もなお癒 されて い ない 印象

を受ける 。 水俣病第二 世 代を見て い くこ と に よ っ て 、逆に水俣病事件 の 影響の大きさ とその 継

続性 とい っ た もの が明 らかになる の で はない か と考える 。

　以上 の 問題意識の もと に 、 内的な葛藤の 後、患者家族 として の 肯定的な生 き方 を獲得 した一

人 の 女性の 生活史を もとに 水俣病患者第二 世代の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 析出を試み る。

2．水俣病患者第二 世 代像

　 「水俣病患者第二 世代像」 として想定される の は、初期の 激症患者の 子供と して 、当時の 言

葉で い えば 「奇病の 子」として 地域か ら孤立 し 、 差別 され、経済的貧困 の うちに幼少期 を送

り、義務教育を終える と都市部へ 働 きに出て 現業的職業 につ き、自分自身の健康 に不安 をかか

えなが ら出身地を伏せ 、水俣病で 亡 くな っ た家族の こ とを誰に も打 ち明けず心の 奥底に ふ たを

して 暮 らして い る、そん な姿で ある 。

　 こ の 水俣病患者第二 世代 の概念規定 を行お うとす る と、次の よ うな問題点が 出て くる。水俣

病患者第二世代 とは、両親の うちい ずれかが水俣病患者で ある者 とい うこ とだが、そ の水俣病

患者の範囲を ど こ か らど こ まで とれ ばい い か とい うこ とで ある 、 水俣病患者とい っ た場合、初

期 の 急性激症患者か ら後の 慢性患者まで 、発生 時期や症状 が多岐 に わた っ て い る （原 田， 1994 ：

！6−44）。 そ して 制度上 、認定患者 と未認定患者
1：4〕、未申請の 患者が存在する 。 しか し 、 水俣病

患者第二 世代を扱う上 で 、 世代の 開きを抑え、親が水俣病にな っ た 当時の社会背景 をある程度

共有す る もの とす る ため、　（1＞両親 の うち、い ずれかが 1960 （昭和35 ）年以前 に発症 した初

期の 水俣病患者であ り 〔5〕
、　（2）本人の 出生は、胎児性水俣病患者お よび小児性水俣病患者 の

発 生 した昭和 20年代か ら30年代 にかけて とする 。 こ の よ うに限定する こ とは、親が初期の急性

激症患者で ある こ とによ っ て 、水俣病の 恐ろ しさを直接的に つ きつ けられ、自分 と同年代 で あ

る胎児性や小 児性の患者を間近に見て きた こ とによ っ て 、 「も し か した ら、自分 も患者 に な っ

て い たか もしれない 」 と、常 に意識せ ざる をえな か っ た 世代 、 そ して 当時の 地域的 ・杜会的差
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別を体験 した 匪代に ある程度 しぼ る こ とが 可能で ある と仮定する こ とを意味する 。

　また、水俣病が長期的か つ 甚大な環境汚染被害で あ る以 上、親子共 に患者で あ るか 、子 に何

ら か の 自覚症状が ある場合が多い が 、水俣病で ある こ とか ら くる直接的な身体的苦痛、精神的

苦痛な どを コ ン トロ
ー

ル す る こ とを意図 して 、 水俣病患者第二 世代 とい う場合、　 （3）現在の

とこ ろ 自覚症状が な く、健常者 と して社会生活を送 っ て い る 者に限定する。こ れ に よ り、水俣

病 の よ り社会的な意味 を抽出す る こ とが 可能で ある と仮定する こ とが で きる 。

　以上 の 規定 をふ まえた 「水俣病患者第二 世代」とは 、 身体的に も精神的に も社会的に もあ ら

ゆ る意味で 、水俣病患者 とそうで ない もの の 狭間にい る者た ちで ある 。 彼 らは危機的な水銀汚

染 の 環境下、瀬戸際の と こ ろで水俣病の 症状か ら免れ て い るが、潜在的 に症状 を有して い る可

能性は否定で きない 。 精神的に は、水俣病の 悲惨な症状 を間近に見て きたか らこそ、
一

般の 人

が抱 く以 ヒの水俣病へ の 恐怖心 と肉親 を無残に殺 され た こ とに対する怒 りを有 して い る 。 そ し

て 、水俣病患者で はない 彼 らも、地域社会の 中にお い て は 「奇病 の 子」 として 、ひ と くくりに

され、社会的な差別や排除の対象とな っ て きた 。

　彼ら は 、水俣病 と い う病自体 に は 冒され なか っ た もの の
、 親を通 して水俣病 を間接的 に体験

し、また、親が水俣病 に な っ たが ゆ え に 起 こ る派生的被害 、
つ まり経済的困窮や 人 間関係 の 悪

化などを直接的に体験 し、そうい っ た間接的 ・直接的体験 を共有 し、　 「患者の子」 とい う属性

を負わ され て い るの で あ る。

　今回の 事例は、今あげた よ うな水俣病患者第二 世代 と して の特質 を保持 しつ つ 、ア イデ ン

テ ィ テ ィ の危機の 乗 り越 えと い う点にお い て、突出した もの である と判断する もの であ る 。

3，T ・ユ キ ミさん の 生活史

3．1．T さん へ の ア プ ロ
ー

チ

　 T さ ん を知 っ た の は 、水俣病患者の家族を紹介 して ほ しい と依頼 して あっ た水俣病東京訴訟

弁護団を通 じてで あ っ た 。

　1994 年7月よ り11月の 間に、本入の 自宅で おこ なっ た イン タ ビュ
ーが 1回、職場 を訪れ た の が

1回、石 牟礼道子 の 講演会と水俣病被害者の 会 の 集会に同席した の が各1回 で 、水俣病東京訴訟

弁護団主催の 3 日間にわ た る水俣現地調査 に
一

緒に 参加 した の が 1 回で 、計5 回会 っ て い る 。 そ

して 、 現地調査 に合流す る前 に T さん の 生家に案内 して もらい 、T さん の 母親か ら当時 の 様子

を聞くこ とが で きた 。 ま た 、T さ ん の 長女に も単独で イ ン タ ビ ュ
ーをお こ な い 、事実関係の 確

認 を とっ た 。
こ れか ら紹介する 彼女 の 生活史 は 、 手記 c‘ ｝

とイ ン タ ビ ュ
ーを中心に、原 告 に

な っ て い る T さん の お姉 さん の 手記 〔7｝
や さまざまな場面で 聞い た話 をつ な ぎあわせ て 作成 し

た もの で あ る 。

　まず、T さんの生活史を簡単に紹介 した上で 、彼女の 人生に お い て 転機 とな っ た事柄 と彼女

の ア イデ ン テ ィ テ ィ の 変容過程 を軸に再構成 した生活史を展開 して い く。
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3．2，T さんの生活史

　T ・ユ キ ミ さん は、1947 （昭和 22）年、水俣市梅戸 の漁師の 家 に7人 兄弟の 5番目と して 生 ま

れ る 。 父親は初期の 激症患者で 、貧困と差別の なか で 幼少期 を送 っ て い る。中学 を卒業 した 1

年半後、上京 し、洋装店に住み込 み で 勤務 。 20 歳の とき、 民青 c8）
の サ

ー
ク ル で知 り合 っ た現在

の ご 主 人と結婚、　 2 女の母 。 現在は K 区役所 の 売店に常勤 と して 勤務 しなが ら 、 都区関連
一

般

労組 c9〕 で 組合運動 を熱心 にや っ て い る 。 組合 の 初代委員長 を務め る 。

　娘 に対 して結婚差別が生 じる の で は ない か とい う不 安と、辛い 少女時代 を思 い 出 した くな い

とい う気持ちで 、 あ ま り水俣病の こ とに はかか わ らな い よ うに して 生 きて きた彼女だが、組合

運動か ら こ の 間題 に かかわ らざる をえな くなっ て くる 。 強 く推され て 、気乗 りしな い まま、唯

一の 患者家族 として水俣病被害者支援団体の東京連絡会の 幹事 となる 。

　しか し、幹事会の 報告に感動 した こ と、弁護士が子供の 頃の 自分で ある 「ゆ きみ ちゃ ん」に

つ い て書かれ た石牟礼道子 の 文章 を見つ けて きて 、それ を読ん だ こ とで 「大人 に な っ た ゆ き

み」に怒 りが よみ がえっ て きたこ と。そ して何よ りも娘の 励ましがあ っ た こ とで 、運動 に かか

わ る決意 をす る 。 そ し て手記を書 き、労働組合や職場で 配 っ た り、 集会で患者家族 と して積極

的に発言する よ うに なる 。

　以上 が ご く簡単な現在 まで の T さんの 生活史であるが、次は、この T さん の 水俣病 との かか

わ り方を含め て 、 彼女の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 変容過程 に影響を与えた い くつ か の ラ イ フ イベ ン

トを中心 に、解釈 をまじえなが ら、もう少 し詳 しく見 て い く。

3，3，父 の発病

　1954 （昭和29）年、T さんが7歳の ときに父親が水俣病を発症 した 。 　「何不 自由な く、 親子9

人 が 楽 し く暮 ら し て い た」と こ ろ へ 突然の 父 の 病気 。 原因がわ か らぬ まま、父親は精神病院へ

入 院させ られ る 。 家族 は生活苦に陥 り、 母親は土方仕事、長男は会社勤め、長女 は兵庫県に働

きに 出る が、借金にお われ、 T さんの 教科書代、給食費 も払 え な い ほ ど家計は逼迫する 。

　そ の 頃の 状 況を物語 るひ と こ ま と して 、 母親が 自殺 して しまうの で は な い か と怯える幼い 日

の T さんがある 。

　 「子育て と借金取 りと土方仕事に病気 （過労 に よる腎臓病） と、苦 しい 日々 が続き、夜にな

る と泣い て い た母の姿が幼 い 私の 胸 を痛め ました 。

… 『こ の まま、母 ち ゃ んは首 を しめ て 死ん

じゃ うん じ ゃ な い か』 となかなか寝 られず、　『神様、母ち ゃ ん ば助けて 』と祈 っ て い た の を忘

れ られ ませ ん」 。

　小学生 の 頃は、まわ りの 子供た ちか ら 「奇病 の
・
予、奇病 の 子」 と言 っ て い じめ ら れ、近所の

人 は、物が な くな っ た とい っ て は 、幼 い T さんたち に疑 い の 目を向ける 。 父親が 今まで何 か と

面倒 をみ て きた 親戚 さえ も背 を向ける 、とい っ た きび しい 状況 の なか 、 母親は 「こらえ ろ （我

慢しろ）、 病気 に な っ た もん が悪か」 と言い 聞かせ て い た 。

　当時の 自分 をふ りかえ っ て 、 T さん は 「外 に出る の も嫌だっ て い うようなね、ほ ん とにひ っ

こ み じあん で 、すみ っ こ に い る、ど こ に い るか わか ん ない よ うな女の 子だ っ たん で すよ」 と語

る 。 確か に 、 見せ て もらっ た T さん の 小学生 の 頃 の 写真に は 、 元気に は しゃ ぐ同級生の は るか
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後方に ぽ つ ん と立 っ て い る やせ っ ぽ っ ちの 人見知 りふ うな女の子が写 っ て い る 。 今 の 、活動的

な、ふ くよかで朗 らか な母 の イ メ
ー

ジの T さん とは程 遠 い
。

　
一

方、中学に 上 が る頃に な る と、生活者 と して の た くましさ、芯 の 強 さもの ぞかせ るよ うに

なる。T さん はす ぐ上 の 姉と家事を分 担 して お り、わずか な副食費で や りくりしな くて はな ら

ず、その 日の 献立 に頭を悩 ませ る彼女の様子が、当時、取材 に訪れ た 石牟礼道子の 次の よ うな

文章か らうかが える 。　「『ねえ ちゃ んが市役所に い く目なん か、わた しが炊事 します 。 とて

も、むずか しかで す （中略）』。 は きは きい う、ゆ きみち ゃ ん もまたた の もしい
。 それ に して

も7人家族で 1日分の 副食費60円で どんない じらしい 献立が で きるだ ろ うか」 。 また、自分から

家庭の 経済状況を察 して、 「母 ちゃ ん、修学旅行には い かんで よか」とあきらめ た 自分 を 「強

い 子」 だ と思 っ た とい う。

　中学を卒業後、住み込み で地元 の 洋装店 に勤める 。 月給千 円、店の 仕事の他 に家の お手伝 い

をする 「『お しん』の ような生活」 だ っ たが、　「お い しい ご飯が食べ られ て 、お給料 をもらえ

て 、そ して 月に2回 の 休み に は家に帰る こ とが で きる」 。 子供の 頃に 比 べ れ ば、辛い とは思わ

なか っ た とい う。 彼女の 辛抱 強い 性格は 、何事に も我慢を強 い ら れ た こ の 時期 に培 わ れ た もの

と い え る。

3．4．上京

　次に 訪れ た大 きな ラ イ フ イ ベ ン トは、1964 （昭和39）年、17歳に なっ て 、洋裁学校 へ 入学す

るため東京へ 上京 した こ とで ある 。 上京の ため の費用 はわずか な給料か ら自分で こつ こ つ とた

め た もの で ある 。 そして学校 へ 通 い なが ら、再び洋裁店に住み込み で 勤務す る 。

　地元 を離れたこ とに よ っ て 、 「奇病の子」　「貧乏 な家の 子」とい う、彼女の言葉で 言えばそ

れ に対する 「卑屈 な気持ち」 か ら、すこ し解放 され る 。

　そ の 頃 をふ りか えっ て 、　「親戚 もなければ何 もな く、 東京 に ポ ン と出て 、 生 きる の に や っ と

よね。 水俣病 ふ り返る余裕 なん かない で しょ う」、　 「ひ と りで東京へ 出て きて、もまれ て もま

れ て、生 きて い か な きゃ い けな い とい うこ と身につ けた」 と語 っ て い る 。 確か に こ の 時期 、 頼

る入 もな い慣 れな い 東京の暮 らしに精
一

杯で あ っ た こ とは事実で あろ う。 しか し、 「水俣病ふ

り返 る余裕 なんか な い 」 とい う言葉の 背後 には、苦 しめ られ た水俣病の こ とを思 い 出 した くな

い 、忘れた い とい う気持ちが働 い て い た 。 後 に、石牟礼道子が幼 い 頃の 自分 たち に つ い て 書 い

た、雑誌 『女学生の 友』の記事を読んで、　「私自身が 内容を忘れて い ました。い や 、忘れ よう

と して い た の か も しれ ませ ん」 と述 べ て い る 。 そ こ に は 「奇病の子」 として の ス テ ィ グマ か ら

逃れよ うとして 、無意識的に水俣病 の こ とを忘れつ つ ある、ある い は意識的に忘れ ようとして

い る様子が うかが え る 。

3．5．結婚生活

　 1967 （昭和42 ＞年、20 歳の とき結婚 。 生活は楽で はなか っ た の で 、 家で 洋裁の 仕事は続 け

る。彼女 の 世界観を変える上 で最 も大 きな役割を果 た した と思 われ る の が 、こ の 夫 との 出会 い

で ある 。 2 人が知 り合 っ た の は民青の サ
ー

ク ル だが、T さん は、単 に山ヘ ハ イキ ン グに行 っ た
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り、 ドラ イブ した りする遊び仲間 の 集まりだと思 っ て い て 、政 治的な活動 を した記憶 はない
。

交際する きっ か け とな っ た の は水俣の 話題 で 、こ れ は出身地を伏せ る患者家族が多 い なか で 特

異なケ
ー

ス で ある 。

　初対面 の とき夫に 出身地 をたずね られ 、 「水俣」 と こ た え る と、夫は、勤め て い る会社が水

俣の チ ッ ソ に タ ン ク を納め て い て 、自分 は一
度水俣 へ 行 っ て み た い とい う。 「運動 をして い

た」 と い う夫は 、 お そら く水俣病事件 へ の社会的な関心をもっ て い た と思われ る 。

　水俣の 話題か ら親し くな っ た こ ともあ っ て 、 彼女 は結婚する前に 肉親の 水俣病の こ とを話す

べ きか ど うか とい う葛藤 を味わ っ て お らず、また、そ の こ とによ っ て破談する、ある い は結婚

して も結婚生活が うまくい か な い 、とい っ た こ ともなか っ た ・1ω
。

　結婚当初の 印象に つ い て 、　「私が 田舎で教育された LU’の 中 っ て い うの を
一

つ
一

つ 主 人 に よ っ

て 変えられ た とい う感 じ」と語 っ て い る 。 それ まで 彼女にす りこ まれ て い た世界観が夫 の 影響

に よ っ て しだ い に 変化 し、視野が広が っ て い っ た様子が うかが える。そ して 地元で押 しつ けら

れ て きた 自分や 自分 の 境遇 に対する否定的な見方に対 して 、けっ して 「病気にな っ た もんが悪

か」 の で は ない と思 え る よ うに な っ て い く。

　 また 、 新婚時代 、 T さ ん の うちは溜 まり場 となっ て い た 。 自分 の 家に人 の 寄る こ とな ど 、 ほ

とん どなか っ た子供時代 と比 べ て、　「主人 に 『新婦人』 とか い う婦人会に 入れ られて 、仲間や

友達が い っ ぱ い で き」 、 彼女 に と っ て 充実 した楽 しい 日々 であ っ た 。

　
一

方、当時水俣病 につ い て は関心が なか っ たわけ で はな く、　「池袋 の 駅で カ ン パ に立 っ た こ

ともある」とい う， しか しそ の後、集めたお金 が消 えた とい う噂を耳 に し、子供が生 まれ て 子

育て が忙 し くな っ た こ と もあ っ て 、水俣病 の 運動から は疎遠に なる 。 た だ、幸せ な結婚生活の

なかで も、長女の 出産の ときに は 「水俣病の 心の傷」が 再燃 した 。 「や っ ぱ り、 どうい う子が

生 まれ て くる か と （不安 に）思 い ます 。 主人 だ っ て 、口 で 思わ な い と言 っ て も思 い ます よ」 。

T さん は は っ きりとは 言わ なか っ たが 、 生 まれ る赤ん坊の 健康状態につ い て 、口 に出 さな くと

も不安 に思 っ て い る夫の心の 内を、何 らかの 茜動で さとっ たよ うであ る 。

　こ の 頃 の T さんは、　「妻1 や 「母親」 と して の 役割 に忙 し く、 水俣病の こ とは 忘れた か の よ

うに暮 ら して い る 。 しか し、本当の 意味で 「奇病 の子」 とい うス テ ィ グ マ や 「水俣病の 心 の

傷」を乗 り越 えたわけ ではな い の で、そ れは この よ うに機会が あれば、い つ で も顔 をもたげ、

彼女 を怯えさせ る可能性 を依然残 して い たの で ある 。

3．6．父の死 と娘の作文

　1980 （昭和 55）年、33歳の ときに長 い 間寝た きりとな っ て い た父 が 死 去する
。　「父が死んだ

とき、私の 心 の なか で水俣病は終わ っ た の で す」 と当時 の 心境を手記に記 して い る が 、そこ で

は まだ 、父 の 無念さ に思 い をは せ た り、 父親 を こ うい う状況へ 追 い や っ た者た ち へ の 憤 りと

い っ た もの はあま り感 じられ ない
。 長 い 間父親 の 看病 にあけ くれ た母親が その苦労からや っ と

解放され 、自分 も父 の 死 によ っ て、　「水俣病」や 「奇病の子」 とい う呪縛か らや っ と逃れ る こ

とがで きると い う
一

種の 安堵感の ような もの をお ぼ える。また、父が水俣病に な りさえしなけ

れば 、 幸せ に過 ごせ る はずだ っ た 「私の子供の 頃は二度 と戻 っ て こ ない 」 とい うや り場の な い
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感情 もわ い て くる 。

　 「心 の なか で 終わ っ た」はずの水俣病 に対す る複雑 な思 い をか か えて い たち ょ うどそ の 頃 、

た また ま長女が小学校 の 授業で水俣病に つ い て作文 を書 い て きた、，作文には こ うある 。 　「こ の

病気の 人た ち の な か に は 、何 卜年 もくる し ん で か ら死 ん で い く人 も、す ぐに死ん で しまう人 も

い る 。 元気に な っ たため しなんか ない
。 　『お とな の い の ち 10 万 円、子供 の い の ち3 万 円、死者

の い の ち30万 円』
［11｝ などと言 っ て 、お金 さえは らえば い い と思 っ て い る 人もい る 。

…水俣病

にかか っ た 入 の 世話を して い た人 も、とっ て もくろ うして い ます 。

…私 は お金 をあげれば、そ

れ ですむ と思 っ て い る 人が、少 しに くら しい か ん じが します 。 お金 をは ら っ て も死 んだ人は か

えっ て くるわけは な い の ですか ら…」
〔12 ：1

。

　 そ こ に は 、教科書で学ん だ こ とだけで は ない 、子供 なりに肌で 感 じ取 っ た祖母や 母親の 苦労

や無念 さが に じん で い る 。
こ の作文 を目に した T さん は 、 娘 の 「ふ と した、かぜ の よ うな病気

に かか っ て も、水俣病 の た め に死ん で い く人 もい る」 とい う文で 、それが父親の こ とを言 っ て

い る の だ とわ か る 。 寝た きりだ っ た T さん の 父 は風邪が もとで 亡 くな っ た の で ある 。 T さん

は
、 読みなが ら 、 涙を抑える こ とが で きな か っ た 。

　長女 の 作文は、　 「心 の なか で水俣病を終わ らせ よ う」 と思 っ た 自分 に 対 して 、そ うす べ きで

は ない の で はない か、とい う問い を潜在的に投げかけて い た 。
こ の 時期は父の死に 直面 して 、

過去に しま っ たはずの 思 い が あふ れ 、 「父 の 死」を も っ て 「水俣病を終わ っ た こ とに しようと

思 う自分」 と 「終 わ らせ きれずに い る 自分」の 間で心がゆれ て い る 。 T さん が水俣病 と正面か

ら向き合 う決心 をす る の は、こ の後10年以 ヒた っ て か らであるが 、こ の とき作文を書 い た長女

の 励 ましがあ っ て 、彼女は患者支援運動に参加する決意を固める の で あ る 。

3．7．労働 組合活動

　 1982 （昭和57）年 、 T さんが 35歳の と き 、 知 り合 い の 紹介で 、
　 K 区役所の 組合事務所で ア ル

バ イ トを始め て い る 。 こ の ときの事務所で の働 きぶ りを評価 されて 、現在の 職場で ある K 区役

所売店の 職員に推薦 され る 。 思 っ て もみ ない こ と に彼女は素直に喜び 、こ の とき、母 の ［癖

だ っ た 「神様 っ て お らっ と よ 。 人が 見とら ん で も、お て ん とさん が見 と らる よ」を思 い 出す 。

　そして 、その後 の彼女の 生 き方 に再び大 き く影響す る転機 とな っ た の が、労働組合運動へ の

参加で ある。東京都や 区役所、都内の 財団法人等で 非常勤や パ ー トとして働 く人た ちの 待遇改

善 をめ ざした都区関連
一

般労働組合が発足するにあた り、 初代委員長に推 される。もちろ ん経

験 な どなか っ た c

　そ れ か ら生活は 一転 。 働 きなが ら も主婦業 を しっ か りこ なすとい う自負があ っ たの に、　「突

然 、家に 3 日も4 日も帰 っ て こ ない 」よ うな組合活動に忙殺 され る 日 々 とな り、家庭の こ とが今

まで の よ うに は で きなくなる 。 夫や 娘たち の 理 解 と協力を得なが ら も、睡眠 時 間が 3 〜4時間 と

い う生活が続 く。

　 「挨拶もした こ とない 私が、い きな りみ んな の 前で 挨拶するんです もん 。 　（自分で も） ま

あ、び っ くりしま した よ」 とい う本人 の 驚きが示す よ うに、T さん は今 まで の 自分 とは まっ た

く異な る 自分 を発見する。委員長 と して 組合活動 に奔走する T さん に、昔の ひ っ こ み じあん
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で 、物影に ひ っ そ りとたたずん で い た よ うな、お となしい 少女の 面影 はな い 。む しろ今は、明

る く親 しみ や す い 魅力に あ ふ れ 、
エ ネ ル ギ ッ シ ュ で 人前で も もの お じ し ない とい っ た感 じで あ

る 。

　 「妻」　「母親」　「組合の 委員長」などの役割を獲得 した彼女 に は 、昔の 「奇病の 子」とい う

ス テ ィ グマ を背負っ たお どお どした姿は見うけ られず、一
見 「奇病の子」と い うス テ ィ グ マ を

克服 したか の ように思え る 。 しか しそれは、 「奇病の 子」 とい うネガテ ィ ブな自己 にふ た をし

て 、別の 役割をに なっ た 自己 に、よ り積極的 な意味づ けが な され て い る状況 にす ぎな い
。 ま

だ、真の 意味で の ス テ ィ グマ の克服 と新 しい 自己の 発見が な されたわ けで はない の で ある。

3．8．水俣病患者支援運動

　 1992 （平成4）年、 45歳の とき、都区関連
一

般労組の委員長 を退 き、副委員長に就任する。

翌 93 （平成5 ）年、組合へ 水俣病東京運絡会 の 幹事になる よ う要請が くる 。 その と きの気持 ち

を、 「複雑で した 。 子供 の 頃の 生活 は思 い 出 した くなか っ た し、父が水俣病、そ の 家族 と い う

だけで 、口 に出せ ない ほ ど辛 い こ とが あ りす ぎました。今の私 は幸せ です。年頃の 娘が 2入 い

ます 。 運動す る こ とで 子供た ち に辛い 思 い を させ た くなか っ た」 と語 る 。

　7 月28 日、東京訴訟 を担当して い る法律事務所で開かれ た幹事会 に初 め て 出席、　 「気乗 りの

しな い ま ま」の 参加であ っ た 。 そこ で 、彼女は 「頭 をハ ン マ
ーで 殴 られたような」衝撃をお ぼ

え、 「自分が 変わっ て い くの を感じ」る 。 患者家族で もな い 入 たちが い っ し ょ うけん め い 水俣

病の 問題 に取 り組ん で い る様子 を目に して 、　「私は今 まで何 を し て た の だ ろ う…
」と い う思 い

に か ら れ る 。

　 そ の 夜 、 水俣病の 運 動に参加する こ と に つ い て家族 に相談する 。 その と きの様子は手記の な

か に 克明 に描 かれて い る 。 会議を終 えて帰宅 し、T さん は勇気を出 して 言 っ た 。 「お母 さん

ね、今度水俣病の 運動 をす る こ と に な っ た の 。 あなた たち の結婚する ときに マ イナ ス になる と

い けない と思 っ て 気に は して る ん だ けど…」 。 する と、意外 に もか えっ て きた の は娘 の 激励

だ っ た 。 「なに言 っ て る の よ 。 組合運動や っ て る の に 、今頃、お母さん 遅す ぎる よ 。 もっ と早

くや る べ きだ っ た よ 。 応援する か ら頑張 っ て ね」。娘の 返事に驚きなが らも感激す る 。 「長女

がす ばら しい 人間 に育 っ て くれて い た とわか り、思 わず、じっ と顔 を見 つ め て しま い まし

た」 。

　 T さん に とっ て 、患者家族 として水俣病に かかわ る決意が で きた7 月28 日 は 、　 「忘れ ら れ な

い 1日」 とな っ た 。

　こ の 日を境に T さん は劇的な変化を とげる 。 「次の 日か ら 、 それまで
一

言も水俣病の こ とに

ふ れ て なか っ た私が 、水俣病の こ とを言 える よ うにな りました」。職場で初 め て 父親の こ とを

話 し、　 「水俣病患者被害者の会」が製作 した水俣の テ レホ ン カー ドを同僚に購入 して もらう。

T さん の 父親が水俣病患者で あ っ た こ とを知 っ た周 りの 人たちは、日頃明 る い 彼女にそ の よう

な苦労があ っ たとは思 っ て い なか っ た 。

　その後、水俣病東京訴訟弁護団主催 の 水俣現地調査 に参加 した り、　「被害者の会」の集会に

顔を出す ように なる。は じめ は、おずお ずと遠慮がち に加わ っ て い た支援活動も、 しだ い に熱

221

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

原 田 ：水俣病患者第二 世 代 の ア イデ ン テ ィ テ ィ

心 にや る よ うに なっ て い く。

　患者家族 と して の ス ピー
チ を 「被害者 の 会」の 集会 で 依頼 され た と きも、彼女は 、弁護団

が あらか じめ 用意 して い た 原 稿を 「自分の こ とば で は な い か ら」 とい う理由で 読まなか っ た 。

今 まで 伏せ て きた水俣病に対する 自分 の 思 い を 、 時に は涙 で 声を つ ま らせ な が ら、大勢の 人 の

前で 初め て 語 っ た 。 出席者は しん として彼女の話に聞 き入 っ た 。

　こ の ときの 心地 よい 緊張 と興奮は 、 今ま で味わ っ たこ との な い もの で あ っ た 。 彼女は 「奇病

の子」 と して の 自分 をさ らけだすこ とで、初めてそ の ス テ ィ グマ を本当の意味で 乗 り越え た と

言え る 。 こ の 瞬間は、第三者 に とっ て も心 を ゆ さぶ られる感動を与えるが、そ の 後、真の 意味

で の 新 しい 自己 の 発見がお こ なわれ て い くの で ある 。

3．9．手記 を著す

　自分が患者家族で ある こ とを公に し て い くな か で 、彼女の なか で過去の 追体験 と意味づ けが

お こ なわれ る 。

　弁護士が見 つ けて くれ た 『女学生の友』に32年ぶ りに目 を通す と、そこ には自分が忘れ て い

た 、忘れ よ うと し て い た少女時代 の こ とが 描かれ て い た。 そ して 、 「大人 に な っ た 「ゆ きみ」

に怒 りが よ みが えっ て きて 、あ らため て水銀の たれ流 しを続 けた 『国』や 「チ ッ ソ』が許せ な

い 気持 ちが わ きあが っ て」くる 。

　 しば ら くして 今度は、自分 の 子供 の 頃の 体験 を手記にす るよ う弁護士 に勧め られ る 。 思 い 出

した くな い 過去を引き出す作業は、想像以上 に辛 く、書 い て い るうちに何度 も 「もうや め よ

う」と思 う。　「で も、私 に で き る とこ ろ まで 書こ う」 と思 い 直 し、完成 させ る 。 あ の 7 月28 目

か ら1年近 くた っ た 、 1994年6月の こ とで あ っ た 。

　こ の 作業は、 「奇病の 子」として の 自分 と真正面から向き合 い 、自分の体験の 意味 を考え、

こ れか らの 白分の 「生 き方」 に つ い て 問い 直す き っ か けを つ くっ た とい う点で非常に重要 な意

味 をもっ て い た 。

　 「「今、私 に何がで きる の だ ろう』 と考えた とき、他の 人 は経験 して い ない 子供 の 頃が あ

る。こ れ を皆さん に訴え て い くこ とが で きる、こ の こ とは私に しかで きな い 」。こ う思 うよう

に なっ た T さんは、自分 と同 じよ うに苦しんだはずの他の水俣病患者の 子供た ちに思い をはせ

る 。

　 「私 と同 じ よ うに奇病の 子と して 育 っ た 人たちが数えきれ ない ほ どい る はずで す 。 辛い とき

の こ とを思 い 出 した くな い 気持ち もわ か る け ど、私た ちが 声をあげ」 る こ とで 問題解決の 役に

立 ちた い 、　「苦 しさを見て 育 っ た私た ちが （患者の 苦 しみが）い ち ば ん わ か ります 。 だか ら、

が ん ば らな くて は」 とい う彼女は 、　「こ の よ うに考える よ うに な る まで に は、い ろ い ろな人 と

の 出会 い があ りました」 と語る 。 そ して 「水俣病は終わ っ て い な い 、い まだに二 重三 重に家族

を苦 しめ て い る の に気が つ 」 くの で ある 。

　彼女は 「だまっ て い れば、ただ の 普通の おば さんで い られ るけ ど、わた したち （患者家族）

が 水俣病の こ とを伝えな くて は 、誰が伝える の ？」 とい う自問の もと 、　「普通の お ばさん」で

あ る こ と をや め た とい う。 そ れ は、 「奇病の 子 」で ある こ とを隠 して 「普通」の ふ りを して き
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た 自分 へ の 決別宣言で もある。

　 「今までで きなか っ た 、 その何十年の ね、空白とい うの を急 い で 埋 め て い る の か もしれ ない

…」 と語 る T さん だが 、今の 「生 き方」に た ど りつ くまで に30年近 くか か っ た 。 彼女が 「奇病

の 子」に しっ か りと向 き合 え る よ うに なる まで 、そ の 年月を要 し た の で あ っ た
。 それ ほ ど 、 水

俣病第二 世代が背負 っ て きた現実は過酷な もの で あ っ た し 、 そ の ス テ ィ グ マ を乗 り越えるに

は 、それ だけ の 長 い 時間 と、そ の 後 の 幸運な出会い や きっ かけ を必 要と した の で ある 。

4．水俣病患 者第二 世代の ア イデン テ ィ テ ィ と社会的環境

　水俣病患者第二 世代は、身体的被害か らは逃 れた もの の 、結婚や就職 に関する社会的差別に

依然と して さ らされてお り、将来の健康 に漠然 とした不安を抱 え て い る が 、彼ら にまつ わる社

会的差別 とは、主に水俣病に関する次の ような誤 っ た認識 に よ っ て もた らされ て い る 。

　水俣病は水銀に暴露する こ とに よ っ て 起こ る 中毒症で あ り、遺伝 によ っ て もた らされ る こ と

はな い の で ある が 、同
一

家族内に お ける水俣病の発症お よび 胎児性 水俣病患者 “ 3／，の 存在が、

水俣病は 遺伝する の で は ない か とい う誤 っ たイ メ
ー

ジを世間に与え て い る と思 われ る 。 あ る い

は患者家族自身がその イ メー
ジを内面化 し、 自分の子供へ の影響を心 配 して い る場合もある 〔14 〕 。

自分の親が水俣病で ある こ とを周囲に告げる こ とは、現在本人に症状が なくとも、将来的に症

状が あらわれ て くる 、 ある い は生 まれ て くる子供に何 らか の 影響が 出る の で はな い か と思わ れ

る可能性 を含ん で い る の であ る 。 T さ ん もこ れ を恐れ て 「年頃の 娘が 二 人 もい る の に患者家族

であ る こ とを公 に で きない 」 と悩むの で ある 。
こ の ような水俣病 に 対す る認識不足か ら、結婚

や就職に支障をきたすな ど、水俣病患者第二 世代ヘ マ イナ ス の 影響が及ぶ こ とがあ り、　「水俣

病患者の 子」 と い うこ とが ある種の ス テ ィ グ マ と して彼 らの 肩に背負わ され る こ とに なる 。 し

た が っ て 、彼 ら は 「水俣病患者第二 世代」 とい う属性を負うこ とに よ っ て、ス テ ィ グ マ
ー

般に

まつ わ る精神的苦痛を有する こ とにな っ た の で ある 。

　
「「
こ れ まで の

11

水俣病患者第二 世代の ア イデ ン テ ィ テ ィ は、 「奇病の子」 とい うス テ ィ グ マ を

意識的に 隠蔽 した り、無意識的に隠蔽した りするこ と に よ っ て 、かろ うじて 保たれ て い る もの

で あ っ た 。

　前者は、個人の 関心が ス テ ィ グ マ を乗 り越える方向に は向かわず、ス テ ィ グ マ の暫定的処理

に終始する ス テ ィ グマ の 露見 に び くび くして い る人間像、ス テ ィ グ マ の露見 に怯えて 消極的な

生 き方をして い る人の こ とで あ り、後者は、 「患者の 子」と して の 自己に重み づ けをせ ず、そ

れ以外の 自己、例えば 「主婦」や 「教師」 とい っ た もの に 重み づ けをして一見楽観的に暮ら し

て い る人間像、自分 の ス テ ィ グ マ に ふ た を し 、 忘れた ふ りをして ス テ ィ グ マ とは関係の ない 生

き方を して い る 人の こ とで あ る 。

　T さん の 生活史の 初期に も、こ うした ス テ ィ グ マ の意識的、無意識的隠蔽 とい う傾向は見 ら

れた 。 しか し、彼女 は そ うした
一

時的な ス テ ィ グマ の処理で はな く、最終的に は 正面 か ら向き

合 う道 を選択 した 。 その こ とによ っ て、彼女の 強い 「生 き方」、今 まで の水俣病第二 世代 の ア
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イデ ン テ ィ テ ィ とは違 う
tp

新しい
”
水俣病患者第二 世代の ア イデ ン テ ィ テ ィ を提示 して い る の で

ある。

　
1’
新 し い

”
水俣病患者第二 世代 の ア イデ ン テ ィテ ィ とは、　「奇病 の 子 」 とい うス テ ィ グ マ を内

面的に 克服 し、そ の ス テ ィ グ マ を公 にする こ とで 他者 との 関係性 に お け る ス テ ィ グ マ 化 した 自

己の修正をも図ろ うとして い る強い 人聞像で あ る 。
つ ま り、自分 の ス テ ィ グマ に正 面か ら向き

合 っ た上 で、水俣病患者第二世代 とい う属性 を他者 との 合意 を形成 した り、 水俣病患者被害者

の運動 を広げて い く．ヒで プ ラ ス となる ようシ ン ボ ル 化 して い る人で ある。こ こ で は 、こ の過程

を 「真の ス テ ィ グマ の乗 り越え1 とい うふ うに解釈 した 個
。

5，結語

　患者家族 と して の 苦悩 を経験 して きた T さ ん は 、閉 ざして きた口 を開 くこ と に よ っ て 、水俣

病患者第．二世代 として 新 しい 人間関係 を構築 し 、 患者家族 と して の 肯定的な 「生 き方」を模索

しようとして い る 。 そ の よ うな T さ ん の 積極的な 「患者家族」　「奇病の 了
一
」 へ の 意味づ けを、

こ こ で は
”
新 しい

／e
水俣病患者第二 世代の ア イデ ン テ ィ テ ィ として説 明 を試み た 。 こ の 試み は、

一
つ には水俣病問題が40 年 を経て 政治的決着が 下 され た今 もなお患者家族や 第二 世代の 抱 える

問題が 「解決」 して い な い 、ある い はそ の こ とに よ っ て ますます彼らの 抱え る問題、特 に精神

的なもの が膠着化する様相 を呈 して きて い る とい う状況 に対 して 、何 とか突破口を探 りた い と

い う欲求か らきて い た。

　今回取 り上 げた事例は 、水俣病患者家族 と し て公に発 言をす る とい う意味に お い て は少数事

例で ある が 、必ず しも特殊な事例だ っ たわ けで は な く、 公 に発言 を は じめ る まで の プ ロ セ ス

は、水俣病患者の 子弟に 共通の もの が 読み取れ る 。 実際 、 世問に水俣病患 者家族 で あ る こ と を

伏せ て い る H さん の ラ イ フ ヒ ス トリ
ー

はある時期 まで T さん の それ と似通 っ た と こ ろ が多か っ

た し、T さ ん の よ うに 公に発言 して い る R さんは 、 新 しい 患者家族 と して の 生 き方とそ こ に至

る葛藤の プ ロ セ ス にお い て 共通点が多かっ た q6・

。

　 T さんや R さん の ように水俣病患者家族 として公 に発言 しは じめる人 と、H さん の よ うにそ

うで な い 人 との 大 きな違い は 、 家族、とくに配偶者の 理解に よ る と こ ろ が大 きい
。 T さん の 場

合は、もともと社会的問題 に関心の あ っ た夫 と結婚する こ とで 、 患者家族で ある こ との 負い 目

をか え っ て払拭す る こ とが で きて い る し、R さん の 場合はは じめ に患者家族で あ る こ とを明か

した 上 で 理解 を得 ら れ る 人 を結婚相手に 選 ん で い る。H さん の 場合は最初に婚約が破談 に な っ

た こ とが尾 を引 い て 、そ の こ とを言えない まま結婚 し、それが 明らか とな っ た と きに夫婦関係

が崩壊 した 。

　こ の他 に 、 世間に水俣病患者の 家族で ある こ とを公表する とい うこ との 意味で あるが 、T さ

ん の 場合は 、 労働組合運動 との 関わ りが非常 に強 く、 彼女の発言にはある種の イデオ ロ ギーが

す りこ まれて い て 、T さん の発言が プ ロ パ ガ ン ダ的な意味合い を持 っ て い る とい う側 面が あ

る 。

一
方、患者家族で ある こ とを 「告白 しな くてす むように」あまり人と親 しくな らない よう
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に して きた とい うR さ ん の 場合は 、T さん と違 っ て 「自分 の 子供 の ため」 とい うどち らか とい

えば個人 的な動機が つ よい
。 R さん は、子供が 自分の よ うに親 しくな っ た人や結婚 しよ うと思

っ た相手に打 ち明ける際の 心理 的 ス トレ ス を受けな くて すむ ように 、 子供の まわ りの 人に はあ

らか じめそ の事実を知 り、 ある程度覚悟 した上 で つ きあ っ て ほ しい とい う気持ちがあ っ て今の

よ うに公 に発言 しよ うと思 っ た とい う。 対照的な の は、T さんは、自分の 発言に よ っ て子供 に

迷惑が かか るか もしれ な い とい うことを恐れ なが ら、自分に は患者家族 と して の 社会的な役割

が ある とい う認識と子供 の 応援がそ の 動機とな っ て い る の に対 して 、R さ ん は自分が 患者家族

で ある こ とを公 に打ち明け る こ とが か え っ て子供 の 苦労を軽減す る こ と に な る とい う解釈が動

機づ けの
一

つ とな っ て い る点で ある 。 そ れは T さんが水俣病に つ い て あまり理解 されて い な い

東京に お り、 R さん が い い 意味で も悪い 意味で も水俣病 に関 して無 関心 では い られ な い 地元に

い る とい う、社会的環境 の 差異である と推測 され る 。

　 ただ し 、 今回、T さん の ア イデ ン テ ィ テ ィ確立の部分 をR さんや H さん の事例を ふ まえ て
一

般化する には 至 らなか っ た 。 そ れは、今後事例 を増や して い くこ とと同時 に、加害者側 の 家族

の 生活史お よび ア イ デ ン テ ィ テ ィ 分析 との 比較検討を含めて、今後の 検討課題 と した い
。 その

こ とに よ っ て水俣病患者第二 世代の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の特質が よ り鮮明 となる か もしれな い

し 、 あ る い は被害者だけで な く水俣病事件 にかかわる第二 世代全般の 特質お よ び継続する 加害

被害構造 とい っ た もの が見えて くる か も しれ な い
。

　 また、患者家族で ある こ と を 公 に す る こ と で 水俣病患者第二 世代 と して の 新 しい アイデ ン

テ ィ テ ィ を確立 して い く過程を、水俣病患者の おかれ た状況の 特殊性、杜会的条件 と絡めて考

察する と 、 水俣病事件の 社会的広が りが関連 して い ると思 われ る 。 水俣病の 問題 は 、 チ ッ ソ と

利害関係 にない 第三者か ら見 れ ば、チ ッ ソ が加害者で 患者が被害者で ある こ とは 明解で あ り、

日本社会全体の 問題 と して捉え る論調が趨勢 して い たの で 、地域の しが らみ を離れ た よ り社会

的、よ り公的な場で は被害者は賛同を得やすか っ た と言える 。 したが っ て 、本人に も多少 の 過

誤が あ る と社会的に思われ や す い 事例、社会的責任が問 われ る可能性 を含ん で い る事例の場合

と違 っ て 、水俣病被害者 の 場合、少な くとも地域 の外 に お い て は、また チ ッ ソ の加害責任が 確

定しそれが社会的事実 と して認め ら れ た段階 で は、被害者で ある こ と を告 白して も 、 逆に社会

的に告発 さ れ る 、ある い は 断罪 され る こ とは少なか っ た の で ある 。 もちろ ん依然 と してつ づ く

「にせ 患者発言」の ようなバ ッ シ ン グはある にせ よ、そ の 点は別 の 事例 で の ア イ デ ン テ ィ テ ィ

確立 と違 う点で ある と思 われ る 。 ただ 、 問題の 社会的な広が りの 度合 とカ ミ ン グア ウ トする こ

とによる ア イデ ン テ ィ テ ィ確立 の 過程の 違 い に つ い て は 、上 にあげ た課題 と合わせ て 、今後 よ

り慎重 な考察が 必要とされ る 。

注

（1 ）社会学者 の 手 に よ る もの で は な い が 、 水俣病事件 に おけ る 生活史研究の
一

助 と な りうる よ うな作品

　 が 次第 に 出 て きて い る。患者 自身に よる 初め て の 患者 の 人 生 の 再 構 成 （緒 方 正 人 語 り ・辻信
一

構成，

　 1996 『常 世 の 舟 を漕 ぎて
一

水俣病史」世織書房）や、関西 訴訟 原 告の 聞 き書 きを まと め たもの （木野
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原田 ；水俣病 患 者第二 世 代の ア イデ ンテ ィ テ ィ

　茂 ・山中由紀 1996 「水俣 ま ん だ ら』 る な 書房）や 、亡 くな っ た患者の 膨大 な 日記資料 を編纂 した もの

　 （森千代喜 最首悟 ・山之内萩子編 「我 は 雨もい とわ ず段草 を切 る一
水俣病 を生 きた不 知 火

一
漁師の 目

　記』世織書房）な どが ある 。

（2）こ れ らの 議論 は現在、阪神大震災の 調査研究を行 っ て い る似 田貝 らの 研究 グ ル
ープの 調査者 と被調

　査者 との 関係 に つ い て の 考察 （似田貝香門 「再 び 『共同体』 へ 一阪神大震災の 調査 か ら 」　『環境杜会

　学研究』2号，1996 ）等 に 通 じる 。

（3｝特定の 時代 の 特定 の 状況下 に おける入 々 を社会的なまと まりと して 析出す る とい う発想は、倉沢進

　や 玉 野和志 の 「社 会層」概 念に よ る と こ ろ が大 きい 。

（4）未認定患者 の 中 で 疫学条件と　
一
定の 症状 をもつ 者 に、総合対策医療該当者 と して 、医療于帳の 発行

　お よ び医療費 と一時金260万円の 支給 が行 わ れ て い る 。

（5） 水俣病 の 急性劇症患者は 、熊本大学水俣病研究班の 報告に よ り、1953 （昭和28）年か ら1960 （昭和35｝

　年に発 生 した とさ れ る。そ れ 以前の 実態 に つ い て は 把握され て い な い 。

（6｝彼女 の 手記は 1994年6月付けで、　「水俣病 と の た た か い 」と題 して 小冊 子 に ま とめ ら れ て い る 。

（7 ）水俣病東京弁護団、1990 、 「人 類の あ し た の た め に
一水俣病東京訴訟 最終弁論集』所収。東京都 や

　区役所で働 く非常勤 ・パ ー
トなど の 関連労働者の 組合 。

（8） 共 産 党 の 下 部 組 織 で あ る民 主 肯年 同盟 。

（9）非常勤 な ど東京都の 未組織 の 職員 の 労働組合。

（10） T さ ん と同 じ く、初期 の 劇 症 患者 の 家族 と して 苦労 し、1．11学 を卒業後、兵庫県の 繊 維 工 場 や東 京

　で お 手伝 い や 売店勤務 な どの 職 を転 々 として きた 同年代 の 女性 H さん は、家族 に 水俣病 の 患者が い た

　 こ とで 婚約解消 と な っ た経験 を もつ
。 そ の 後、家 族 の こ と を百 わ ない まま結婚 し た が 、ある と き体の

　弱 い H さん に 対 して 夫が 口 走 っ た 「病気持 ち をもら っ て しま っ た」とい う言葉が 深 い 心 の 傷 と なっ て

　い る。水俣病の こ とは今 もまわ りに は 話して い な い
。 詳 し くは、原 田利恵 「世 代 を越 えて残存す る公

　害 の 影響に 関す る 社会学的考察
一

水俣病第二 世代 の 生 活史調査 よ り」東京都 立 大 学社 会科学研 究 科 修

　士論文，1995を参照 の こ と。

（11） 【959年12月の 見舞金 契約の 中身。
こ の と きチ ッ ソ は 、水俣病は 工 場排水が 原因で ある こ と を ネ コ 実

　験 に よ っ て 確認 して い な が ら、当時 の 患者 の 窮状 に つ け こ み 、こ の よ うな低 い 金額 を もっ て 「チ ッ ソ

　が原因で ある とわ か っ て も、今後
一

切の 補償を要求しな い こ と」を確約させ る の で あ る 。

（12）T さ ん の 長女 は、当時、ク ラ ス の 先生 や 友達 に は 祖父が 水俣病 で 亡 くな っ た こ とは話 して い な い 。

　孫 の 世 代 に なっ て も親 しい 人に水俣病で 亡 くなっ た 身内 の こ と を話す こ と を ため らう人 は多い
。 祖父

　母を認定患 者 に もつ あ る女性 は 、東京の 大学 を 卒業後、OL を して い た が 、親友 に も恋 人 に もそ の 事実

　を話 した こ と は
一
度もない

。 東京で 出会 っ た友人は もとより、自分 と同じよ うな境遇 に あ る はず の 地

　元 の 友人、つ ま り家族 に患者が い て もお か し くな い 入 た ちとの 間で も水俣病の 話題 は の ぼ っ た こ とが

　な く、本人 もそ の こ と は不思議 で あ る と述べ て い た 。 また、水俣 の あ る小 学 校教師は 、生徒 た ちが 自

　分 の 家族の なかに患者が い る とい うこ と、同 じ地域 に まだ水俣病 で苦しん で い る 人 たちが い る とい う

　 こ と さ え知 らず、驚い た とい う （こ の 教師は 地元出身で 父親が 患者 と して 運 動 に た ず さわ っ た 人 な の

　 で 事情 に 詳しい ）。

（13 ）胎児性水俣病は、胎児が 母親 の 胎 内 で有機水銀 に暴露 され た こ とに よっ て 起 こ る有機水銀中毒 で あ

　る 。そ れ まで 医学 の 常識 と して 、胎 盤 は外 界 の 毒物 を遮断 す る と され て きたが 、水俣病 や PCB 　（カ ネ

　ミ油症）の よ うな汚染 に おい て は、その 常識が くつ が え され 、毒物の種類 に よ っ て は胎盤 の 胎児 を守

　 る 能力 を超 え る こ とが 判明 した。

（14＞水俣病患者 の 子や 孫 た ち の な か で、そ の こ と を心配す る声が 聞 か れ た 。

（15）ゴ ッ フ マ ン （Geffman）の ス テ ィ グマ の 概念を援 用 した が、こ れ は ス テ ィ グマ を戦略的に プ ラ ス に
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　転化 して い く人 の 内面 を記述す る の に は不十分 で あ っ た ため 、ゴ ッ フ マ ン の ス テ ィ グ マ 処 理 の 仕方 と

　区別 し、
脚
噺 しい

「’
水俣病患者第二 世代 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ と して 提 示 した。

（16＞ T さん の よ うに 患者家族 と して 公 に発言 しは じめ た水俣病患者第r．世代 と して 、他 に 水俣市在住の

　R さ ん が い る。彼女 は 平成 6年に市 が 主 催 した 「水俣の 再生 を考 え る 市民の つ どい 」 で 今まで 閉ざ して

　きた患者家族 として の 思 い を500 人の 聴衆 を前 に 初 め て 語 っ て い る 。 R さん に つ い て は 、水俣市 ・環 境

　創 造 み な ま た 実行委員会発行 の パ ン フ レ ッ ト 「環境 ふ れ あ い イ ン み なまた報告書」や、末吉駿
一

イ ン

　タ ビ ュ
ー ・取材 ・構成、環境創造み な また 委員会協 力 『み な また一対 立 か ら もや い 直 しへ 』　 （株式会

　社 マ イ ン ド）など を参照 の こ と。
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付記
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  IDENTITY  OF  THE  SECOND  GENERATION  OF

          MINAMATA  DISEASE  VICTIMS:
LIFE  HISTORY  OF  

"A
 CHILD  OFSTRANGE  DISEASE"

HARADA  Rie

     Graduate School ofSocial  Sciences,

   TOKYO  METROPOLITAN  UNIVERSITY

1-1 Minami-osawa,  Hachioji,Tokyo, 192-03, JAPAN

     This paper considers  the life history of  a child  of  a Minamata Disease victim,

who  has not  been affected  with  this disease and  has Ieft the Minamata  area.  The

purpose is to fOcus on  the social  damages incurred by the victims.  The poverty and

discrimination faced by  Minamata  Disease victims,  reviewed  here, have been widely

documented in other  research.

     This paper examines  the problem through  the experiences  of  a child  of  a

Minamata Disease victim,  who  overcame  the enormous  social  stigma  of  the disease

and  devoted her life to the Minamata  Issue. The  study  shows  that, after  leaving

Minamata, the enomious  stigma  lifted and  the second  generation of  Minamata  victims

became  a  productive part of  society  and  established  their own  identity.
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