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　　　　　水俣病 に対す る責任
一 発生 ・拡大 ・救済責任の 問題 をめ ぐっ て

丸山　定 巳

（熊本大学）

　水俣病問題 に は発生 ・拡 大 ・補 償 救 済 の 遅 れ と い う重大 な3つ の 責任問題 が あ る．そ して ，そ

れ ぞ れ に 原 因企業 に加え行政や 医学 そ れ に地 域 社 会な どが 深 く関 わ っ て きた 。

　原 因企 業 チ ッ ソ （株）は，生産至上上義 に 徹 し安全性 を 無視 した経営 を行 っ て きた。11隹
一

の 巨

大企 業 と し て 地 域 仕 会 に 君 臨 し，環 境 を私 物化 して そ れ を長期 に わ た っ て 破壊 し，つ い に は水俣

病被害を発生 させ て しま っ た 。 行政 もそ う した企 業 の 操 業を容認 し，環境破壊を未然 に防止す る

規制 を講 じな か っ た 。 地 元 地 域社会 に は ，チ ッ ソ の 企業活動 を コ ン トロ ール す る社 会 的 勢 力 は 存

在 しな か っ た 、、

　水俣病の 発 生 が 公 的 に確認 さ れ た後 の 初期 の 調査 で ，そ れ が 魚介類 を介 してい る こ と
， そ して

その 魚介類 を有毒化 して い る原 因 と して 工 場 排 水が 指摘 さ れ た に も関 わ らず ，い ず れ の 画 で も対
’

策 が 怠 ら れ た 。チ ッ ソ も行 政 も，有効 な排 水 対 策を怠 っ た。地域社会 も，チ ッ ソ の 操業 を擁護 す

る 立 場か ら排水規制の 動 きを牽制 した 。 加え て ，漁獲の 法的 禁止 措置 も講 じ ら れ な か っ た 。 そ の

一
方で ，原因 工 程 の 生 産 規 模 は 拡 大 さ れ て い っ た た め に，さ ら に被 害 を拡 大 させ て し まっ た 。

　 補償救済問題 に お い て も，チ ッ ソ は当初 は責任を認め ず低額で 処理 した ，， 公式 に 責任 が 確走 し

た 後 は，チ ッ ソ に 自力補償能力がな くなり，代 わ っ て 行政が 「認定医学」 を利 用 して 補償対象者

を制限 した ため
， 長期 に わ た り大 最 の 被 害 者 が 放 置 され る 状態が 続い た 。

　現在，地 元 地域社会 で は，過去 を反省 して 「もや い 直 し」をキ
ー

ワ
ードに した 地域の 再生 が 目

指 さ れ て い るが，「チ ッ ソ 運 命共同 体意識1 か らの 解放 が鍵 とな っ て い る考 え ら れ る。

キー
ワ
ード　水俣病 ， 生産至上主 義と安全性 ， 公害防止 ， 被害補償 ， 地域 の再生

1．水俣病の被害

　水俣 病 に対す る責任を解 明 して い く前提 と し て
，

まず被害の 実相 を見て お く必要 がある だ ろ

う。水俣病被害は直接的 ・第1次的 に は2つ の 側面 か ら と らえられ る 。 第
一

は，い うまで もな く，

人間の 身体そ の もの が 被 っ た被害で あ る u 多数 の 死 亡者が で て お り，と りわ け， 急性劇症型の

患者の 死 に い た る過程は悲惨 で あ る。 しか も，た とえ死 をまぬ が れ た場合で も，重 篤な後遺症

が続 く。また，軽症 とされ る患者の場合で も，神経症状 によ り，労働や 日常生活 ・対 人関係 な

ど生活全般 に わ た っ て さま ざまな程度で 障害されて い る 。 また
， 胎児の うちに重篤 な障害 を被

っ た胎 児性 患者が 多数生 まれた 。 多 くの 生命に 回復不 可能 な被 害を発生 させ た の で ある 。

　2000 年5月末現在，認 定患者 は 2，264 人 （死 亡者を含む）だが，こ れ に力riえ，1995年の 政 治解
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決 の 対象者 と して ＝ 時金 と医療手帳該当者 とな っ た患者が 9，439人 ， 保健手帳の み の 該 当者 が

1
，
189 人に上 っ て お り， そ の 他 に，認知 され ない まま死亡 した者 ，偏見や差別を恐れ また結婚

や就職 に支障 となる な どの 理由で 認定を申請 して い ない 者な ど，多数の 未認定患者の 存在が指

摘 され て お り，今 と な っ ては被害患者数 を推定する こ とさえ困難で ある。加 えて ，高い 家族集

積率が さらに直接的被害を悲惨 な もの として い る。水俣病 は，愚者個人 の 生命 ・生活 を破壊 し

たばか りで はな く，家族生活の 総体 を根底か ら崩壊の危機 に直面させ た。

　 い ま
一

つ の 直接 的被害は ，人 間を と りま く自然界そ の もの の 破壊 で ある。水俣病が発生する

以前にすでに海 は汚 染 され て い た 。 自然界に放 出され た メ チ ル 水銀は
， 長期間 に わ た っ て 海 を

汚染 し続 け ， その た め 生態系の 破壊が 進行 し魚介類は斃死 ・有毒化 され た 。 漁民 は 生業の 場 も

奪 われ た 。そ の ため
， 漁業 をあ き ら め 船を売 り，職を求め て 他出 して い っ た者 も少な くな い

。

そ の 結果，そ うし た移住者な ど によ っ て ，大阪 ・東京 ・京都 ・福岡 な ど水俣か ら遠 く離れた各

地 で チ ッ ソ （株）（以 下 ，チ ッ ソ と略）と国
・熊本県を相手取 っ た水俣病損害賠償請求事件が

提 訴 される に 至 っ た 。

　 こ れ に加えて
， 水俣病被害で は2次 的被害が重な っ た 。 か っ て 人々 が経験 した こ との な い 陰

惨な症状は
， 当初 「奇病」 と して 恐れ られ ，しか も原因が わか らず漁村地区や 家族内に集中的

に発 生 したため伝染病 として 忌み嫌われ た 。 行政 が と っ た
一

斉消毒対策や 患者の 隔離措置など

が ，さ らに 人 々 にそ の ような恐れ を抱か しめた 。 こ うして ，患者家族はそ れ まで 慣れ親 しみ依

存 して きた近隣の 日常生 活の 共同関係 の 網 の 目や 相互扶助 の枠組み か ら 除外 され
， 近 隣社会か

ら孤立 させ られ た 。

　や が て 魚介類が 原 因 と い うこ とが 明ら か に な る と
， さら に新た な抑圧 が加わ っ た 。 獲 っ た 魚

が 病気 の 原 因 で あ る こ とは
， 漁村集落 の 生業 の 基 盤が根底 か ら ゆ る が され る こ とを意味す る。

た だ で さえ
， 汚染 に よ っ て漁獲が減少 して い る と こ ろ に

， 獲 っ て も売れ な くな っ た 。 その ため，

漁民は
， 自か ら の 生業を守るため に ，水俣病を閉 じ込 め ようと した 。 まだ患者発生が公認 され

て い な い 地区で は
， 漁協組合な どが組織的に患者隠蔽 を企て た と こ ろ もある 。 こ うして さ ら に，

患者家族 の 地域社 会か らの 疎外 ・孤立化が 進行 した 。 さ らに，チ ッ ソ の 責任が追及 され る段階

に なる と，チ ッ ソ城下 町とい われた水俣では，チ ッ ソ 運命共同体 を脅かす存在 と して水俣病患

者は差別 ・抑圧さ れ た 。 こ うして ，水俣病患者は二 重 ・三 重の 重層的な被害 を被 る こ と に な っ

た の で ある 。

　ただ，患 者を差別 ・抑圧 した水俣市民 も一
面で は被害者で あ っ た 。 水俣出身とい うこ とで 外

社会か ら の偏見 ・差別 を経験 した市民は少な くない
。 そうした被害経験が屈折 して ，水俣病患

者へ の非難 ・中傷 として表れ る こ とにもなっ た。

2．発生責任 の 問題

　水俣病は突然発生 した もの ではな か っ た。い わば水俣病前史 とい える環境破壊の 長 い 期間が

あ っ た 。 そ の 問の チ ッ ソ をは じめ行政や 地域社会の環境破壊 に対す る軽視 ・無関心な らびに対
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応 の不当性が つ い には水俣病を発生させ て しまっ た 。

2．1．生産至上 主義に徹 し安全性を無視 した企業

　チ ッ ソ の 生 産規模 が拡大する に つ れ，環境 に排出される有害物質も増大 し，早 くか ら陸に海

に環境破壊が発生 して い たが，チ ッ ソ は防止 策を講 じようとは しなか っ た 。 そ れ ど こ ろ か，た

とえば煙害，粉塵な ど に よ る 陸上 に お ける環境破壊 も戦前か ら多発 し，有害なガ ス が農作物や

立木 を し ば し ば枯死 させ た の で ，こ うした補償問題 に対処する た め
， 農家や 住民の側 に常任の

「被害調査委員」がお か れ ， そ の 委員 とチ ッ ソ の 担当係 との 間で事務的に 被害補償 を処理 する

と言 っ た い わば加害の 日常化 とい える状 態がみ られ た 。

　海の 汚染 も ， す で に 1925年 に ， 水俣漁業組合が漁業被害へ の 補償 を要求，翌年 ， チ ッ ソ は
，

「永久に 苦情 を申し出 な い 」 こ とを条件 に見舞金 を払 っ て い る 。 しか し
， 汚染が止 ま っ たわ け

で は なか っ たか ら，その 後 も補償問題 が続発する こ とに なる 。 1943年に も， チ ッ ソ は
， 「過

去 ・将来永久の」漁業被害補償金 と して 15万余円を支払 っ た 。 た だ， こ の 時の 契約書 の 文言に

は ，漁民に対 して きわめ て傲慢な態度が表出 され て い る 。 すなはち，「水俣工 場 ガ平時戦時 ヲ

問ワ ズ 国家ノ存立上最 モ 緊要ナ ル 地位 ニ アル コ ト並 ビ ニ 水俣町 ノ繁栄ノ 為二 重 要性 ア ル コ トヲ

認識 シ其経営 二 支障 ヲ 及 ボ サ ザ ル 様協力 ス ベ キ モ ノ トス 」 とい わ ば植民地支配的な姿勢が直截

に示 され て い る
ω 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．

　こ うした 姿勢 は
， 戦後も変わ る こ とは なか っ た

。
1954年の 被害補償契約書で も 「工 業用汚悪

水 が ， 会社 の 善意の 処置を し て も組合の 漁業権 を有す る海面 に流 出す る こ と に 対 し
， 会社は毎

年40万円を支払 う」とい っ た文言が み られ る （傍点筆者）。 廃水処理 は 会社 の 善意で な さ れ る

もの で
， しか もそれ で も汚悪水が 出る の はや むを得ない とい う態度が表 され て い る 。

こ うして ，

水俣の 海は汚染 され続 けた。 そ うした環境破壊の 極限が，水俣病であ っ た こ とは言 うまで もな

い e

　水俣病の原因とな っ た メ チ ル水銀が 副生 され た の は，ア セ トア ル デ ヒ ド工 程で あ っ た 。 チ ッ

ソ は，カ
ーバ イ ドか ら石灰窒素次 い で 硫安 と肥料生 産会杜 と して 出発 したが ，そ の 後硫安の 製

法を転換，不要 とな っ たカ
ーバ イ ドを利用 して ア セ チ レ ン か らの 有機合成化学の 開発 に着手す

る。そ の 要 となっ た の が ，
こ の ア セ トア ル デ ヒ ド ・酢酸製造で あ っ た 。 こ の 工 程で は

，
1932年

の操業か ら1968年に 停止する まで ，そ の 間技術 的改変を加え なが ら も触媒に は水銀 を使用 した

「母液循環法」 とい われ る 方法が用 い られ た。水俣工 場 は 第二 次世界大戦末期の 空襲で 大 きな

被害 を受けた が ， しか し戦後の 復旧 は早 く
，

ア ル デ ヒ ドは 1951年6，000トン ，1955年に は 10，633

トン とすで に戦前 の ピー
ク を上 回 る 生産量 を達成 ， 水俣病の発生 が公 式に確認 された 1956年に

は 15
，919トン と生 産量が 急増 して い っ た

。
こ の 間の 生 産量 の 増 大と技術的改変が メ チ ル 水銀 の

副生量 を一段 と増大 させ る こ とに な っ た 。

　 こ の 間，生 産至上 主義の 下 で 「内に労災 ， 外 に公害」 と言 っ た被害 を生み出 して い っ たが ，

こ の よ うなチ ッ ソ の 行動 をコ ン トロ ール する 動 きは地域社会の 内部に は現れ なか っ た 。 それ ど

こ ろ か ，漁業被害 に耐 えきれ な くな っ て漁民が 補償要求に 立 ち上 が る 毎に ，地域 の 有力者がチ

ッ ソ の 意向を汲ん で 漁民に働 きかけ紛争を決着 させ た 。 水俣では，漁民 は空間的に も社会階層
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的に も周 辺的 に位置づ け られ て い た か ら，チ ッ ソ を頂点とする社会構造の なか で は ，度重なる

漁業被害 も地域全体の 問題 とは ならなか っ た。一般住民 に とっ て は，それ は まさ に周辺 的出来

事で あっ た （2〕。

　こ うした状 況の 下 で ，チ ッ ソ は海を私物化 して 汚染 を続け た の で ある。チ ッ ソ は，第1次訴

訟に お ける 過失責任 の 追及 に対 して ，工 場内で メ チ ル 水銀が副牛 され 流出 し て 水俣病 を発 症 さ

せ る こ とは予 見 で きなか っ た と主 張 し た が
， 判 決 は こ れ を 退 け原 告側 の 主張に 基 づ き 「化学工

場が廃水を工 場外に 放流 す る にあた っ て は ，常に最高の知識 と技術 を用 い て 排水中に危険物質

混入 の 有無お よび動植物や人体に対する影響如何に つ き調 査研 究 を尽 くしてそ の安全 を確認す

る と ともに
， 万

一
有害で ある こ とが判 明 し， あ る い は又 そ の 安全性に 疑念 を生 じた場合に は

，

直ちに操業を中止す るな ど して必要最大限の 防止措置を講 じ，とくに地域住民の生命
・健康 に

対す る危害 を未然に 防止すべ き高度 の 注意義務 を有す る もの とい わな ければ な らな い 」 と断 じ

た 。

2．2．予防対策を講 じなか っ た行政

　水俣病が顕在化する まで は ，国 や 県行政 に とっ て は，チ ッ ソ の 生産拡大 に は 関心 はあ っ て も，

そ の 過程 で 発生 し て い た環境破壊に は 目 は 向け ら れ な か っ た
。 第二 次大戦後 の 国の 傾斜生産政

策で い ち早く復興 した水俣工 場 の 生産 規模が拡大 して行 くに つ れ て
，

1950年代 に は い る と水俣

湾の 汚染は激化 して きた 。 湾周辺 で 猫が踊 り狂 い 海 に跳 び込 んだ り海鳥や カ ラ ス が舞 い 落ちる

な どそ れ まで 見られ なか っ た異常現象が現れ始めた 。 湾内で は魚が浮 い た り貝が 口 を開け て 悪

臭 を放 つ など の 異変が見 られ る ように な っ た 。 その 後、年を追 うにつ れて，そ うした海 の 異常

は い っ そ う顕著 に な り，代表的な漁で あ っ た ボ ラや イ ワ シ 漁 な どをは じめ と して 漁獲は著 しく

減少 し始め て い た 。 漁業に大 きな ダ メ ー
ジ受けた水俣漁協の 度重 なる訴え を受けて

，
1952 年，

熊本県は よ うや く調 査 に着手，チ ッ ソ に排水関係の 資料 を求め
， 水産係長 を現地調 査 に派遣 し

た 。 そ の復命書で は
， 漁業被害は 水俣工 場 の 排水に因 る もの と考え られ る こ と，したが っ て排

水分析 の 必 要性 も指摘 され て は い たが ，熊本県は何 ら対策 を講 じ よ うと は しなか っ た 。こ うし

て 予 防対策が な され な い まま，ア ル デ ヒ ドの 生産量 の 増大 に 伴 っ て メ チ ル 水銀 を含 ん だ排水は

増大 し，海の環境異変か ら始まっ て 人 の 水俣病が発生 する に 至 っ た の で あ る 。

3．拡大責任の 問題

3．1．汚染源 として工場排水

　1956年4月に 入 っ て 同じ家族の 子供が相次 い で チ ッ ソ の 附属病院に 入院 した た め ，細川
．一．一

院

長はただ な らぬ事態 と判断 ，
5月 1日，水俣保健所 に通知 した 。 こ うして ，水俣病 の 存在が よう

や く公的に確認 され たの である 。 同月8H には，奇病発生 の 最初 の 新聞報道が な され た u

　水俣病 に直面 した水俣現地 で は，市 と医師会 ・保健所 ・チ ッ ソ 附属病院 ・市立 病院の 五 者か

らなる水俣市奇病対策委員会が急 きょ 組織され，病気 の 実態 とそ の 原 因 の 解明 の ため の 調査 な
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らび に予防や 患者 へ の 対策が 精力的に始め られ た 。 そ の 調査に よ っ て 次 々 に発見 された患 者は，

病気 の 本体は わ か ら な か っ た が 取 りあ えず の 緊急措置 と して ，7月にな っ て 保健所長 の 判断で

さ しあ た り疑似 日本脳炎 と して 市の 隔離病舎に収容 された 。

　水俣市奇病対策委員会に よ る初期の 調査 は ，細 川 に よ っ て 8月 29 日付け で 最初の 医学報告書

と して まとめ られ た。それ よ り先 ， 熊本県か ら原因究明を依頼 され て い た熊本大学は 研 究班を

組織 本格 的な原 因究明を開始 した 。
こ れ らの 調査 ・研究で

， 患者の発症は 1953年 まで さか の

ぼ っ て確認 され，しか も地域的に は漁村地区に集中的に 発生 して い る こ とが明 らにな っ た 。 同

研究班 は，11月3 日の 第1回 の 研 究報告会で ，地域的 に集中して 発生 は して い る もの の伝染性疾

患 の 疑 い は極め て 薄 く，む しろ 原因はあ る種の 重金属 に よ る 巾毒 と考 えられ
， 人体へ の 侵入は

魚介類 に よ る 可能性が 高い こ とを明らか に した 。 しか も，そ の 汚染 源 と考えられ る もの として

工場排水が指摘 された。一
方，事態 を重視 した 厚生 省は

， 厚生科学研究班 を組織 して 現地 に 派

遣 ，そ の 調査結果 も熊本大学研究班の 見解 とや は り同 じ結論 に達 した 。こ の よ うに 早い 時点で

有毒物が魚介類を介 して い る こ と，そ して そ の 汚染源と して チ ッ ソ の 工 場排水 に 目が向けられ

たが ，水俣病 を防止する た め の対策が 講 じられ な い まま汚染は 放置 され被害は 拡大 して い っ た 。

3．2．排水対策 を迫 っ た漁民

　水俣病が確認 され る以前か ら，すで に水俣湾の 漁獲は激減 し始め て お り， 窮迫 した漁民 達 は

それが工場排水 と関係が あ るの で はな い か と疑念 を抱い て い た 。 こ うした状況の もとで ，水俣

病が魚介類 を媒介 して 発生 して い る こ と，またそ の 汚染源 として 工 場排水が 疑わ しい こ とが明

らか にされ るに及 ん で ，もともとその 原因が チ ッ ソ の 排水 に あ る こ とを直観的 に見 抜い て い た

漁民達は
，

工 場排水の停止 ・浄化お よび排出 された ヘ ドロ の 除去 を要求 して 立 ち上 が っ た 。 早

くも1957年 1月 に，水俣市漁協 が被害対策委員会 を設置，チ ッ ソ に対 して 「汚悪水の 海面 へ の

流出を直ち に 中止 す る こ と」「海 面 へ 流出す る に つ い て は浄化装置 を設置 して 浄化 の 上無害を

立 証 さ れ た もの とす る こ と」（3）の 2点 を要求する に 至 っ た 。 汚染 を防止 して 安全 を確保す るた

め に は どうすべ きか ， 漁 民 は核心をつ い た要求を突 きつ けた の で ある。被害 の 拡大を防止する

ため に取 る べ き対策が ，すで に こ こ に 明確 に集約 さ れ て い た 。 こ の時点で
， 漁民 の 要求 に添 っ

た措置が なされ てお れば
， 汚染源が な くな り，少な く ともそ の 後の 被害の 拡大は 防げた はずで

あ っ た 。 それは，水俣病 を発 生 させ て しまっ たチ ッ ソ とそれ を予防で きなか っ た監督行政機関

が，遅 れ ばせ な が ら緊急に とる べ き対策で あ っ た 。 しか し ， チ ッ ソ は
， 市漁協の 要求に 対 して

は中和措置 な ど若干 の措置は とる としなが ら も，排水の 性状 は 1948年頃 と変 わ っ て い な い と一

蹴，本格的な排水対策を講 じよ うとは しなか っ た 。

3．3．チ ッ ソ の原因認識

　とこ ろ が
， 実際に は

，
チ ッ ソ は，工 場排水が疑わ れ た 段階で 内輪で は問題 の 核心 に つ い て か

な りの 認識 を もっ て い た 。 水俣病が確認 され た 1956 年頃 まで に
，

工場か ら水俣湾に 流 され て い

た問題 とな る ような排水は，ア セ トア ル デ ヒ ド工 程 と 塩化 ビ ニ ール 工 程の もの だ け で あ っ た 。

そ して そ の どちら に も使 われ て い た重金属は水銀に ほか な らなか っ た 。と りわ け ア セ トア ル デ
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ヒ ド工 程 で は大 量 の 水 銀が 使 わ れ て い た （1956 年 の 水銀使用 量 ，ア セ トア ル デ ヒ ド工 程

61，433kg， 塩化 ビ ニ ール 工 程2，587kg）。 したが っ て ，チ ッ ソ の 関係者なら，水俣病が 重金属中

毒で あ っ て工場排水が疑わ しい となれ ば ア セ トア ル デ ヒ ド工 程の 水銀に当然 目が 向い た はずで

あ る c

　1958年 8月に なっ て 新 しい 患者が確認 され再び住民 を不安 に 陥れ た た た め ，水銀 を大量 に使

用 して い た ア セ トア ル デ ヒ ド設備廃水 に つ い て は
，

9月か ら排 出方法 を変更 し，排出先 を水俣

湾の 百間港か ら八 幡プール を経由 して 水俣川河 口 に変えた 。 そ の 結果 ，
こ の排出先の変更が な

され る や たちまち水俣川河 口 側 に も患 者が発生
， 汚染は 不知火海

一
帯 に 広範囲に 広が っ て い っ

た 。
こ こ に 至 っ て

，
こ の 設備廃水 に 原 因物質が含まれ て い る蓋然性が高 い こ とを チ ッ ソ は さ ら

に 確認 した は ず で あ っ たが ，しか しなが ら依然 と して 排出 は 続け られ た 。 しか も，チ ッ ソ は，

人体実験 と も言え る排水路変更で 排水中 に原 因物質が 含まれ て い る こ とを確認 した が
，

こ の 変

更の 事実 を外部 に は秘 匿 した 。 そ の 後，原因に 関する社内研究で は，附属病院 の 細川が ，ア セ

トア ル デ ヒ ド設備廃水の 直接投与実験で
，

1959年 IO月猫 の 水俣病 を発症 させ たが，こ の事実も

秘匿され，こ の 直後，社内で の廃水 の 直接投与実験 は禁止 され て しま っ た の で 真因の 確定 に は

寄与する こ とが なか っ た。

3．4．排水対策の 懈怠

　チ ッ ソ は ，こ の 間，漁 民の排水停止 ・浄化の 要 求に対 して は
， そ の 場 しの ぎの対応 に終始 し ，

抜本的 な排水対策を講 じ て は こ な か っ た 。しか し，1959年7月に 有機水銀説が公表 され ， 地元

は もと よ り不 知火海
一

帯 の 漁民が排水停止 を要求 して 行動に立 ち上 がる に及んで，目に見える

形で な ん らか の 対策 を講 じざ る を得な くなっ た 。 こ うして ， チ ッ ソ は ようや く八 幡プール の 上

澄水 をア セ チ レ ン 発生設備に逆送す る装 置 を完成 させ た 。 しか し，こ の廃水 は，また八幡 プー

ル に循環す る仕組みに な っ て お り， しか も，チ ッ ソ は，こ の 措 置に よ っ て ，「海へ の 排水は完

全 に ス ト ッ プ した」 と知事へ 回答 して い るが ，実際 は，この 八幡 プ
ー

ル はは じめ か らプール の

外 へ の浸透を計算 して設計 された もの で あ っ たか ら実際に は排水の 放出が止 ま っ たわ けで は な

か っ た 。 ア ル デ ヒ ド設備廃水 に本格的な対策が なされ た の は ，1965年に新潟に 第2の 水俣病が

発生 して い る こ とが 明らか に な っ た以降であ っ た 。

3．5．排水規制 を回避 した通産省 ・熊本県

　厚生 省は
， 水俣に 派遣 した研究班員の 調査か ら

， 水俣港湾内の 海水及 び海底泥土が チ ッ ソ 工

場 の 排水や廃棄物に よ りひ ど く汚染 さ れ て お り，
ぼ う大 で 危険な汚泥の 湾内へ の 流入 を遮断 し

なけ れ ば水俣病 の 原 因 は根源的に除去で きない と，すで に汚染源 とそれへ の 対策の 必 要性 につ

い て の 認 識 を十分 に持 っ て い た
（4）

。 したが っ て
， 厚生省は そ の 後に開催 した対策懇談会 に通

産省の 企業局長 ・軽工 業局長 ・化学肥 料局長 らを加えて い る 。 こ の 当時関係 した者は
， 水俣病

は水俣湾 の 魚介類を介 した食中毒で あ り，それ を汚染 して い る もの が重金属で あ り，そ の 由来

は工場排水で ある ら しい と認識 して い た 。 した が っ て水俣病の 拡 大を止 める ため に は ，汚染源

で ある排水 を止めか つ 漁獲を禁止 しさえすれ ば よか っ た の で ある 。 とこ ろ が
， 通産省側 の 「原
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因物質が未確定」 との 言 い 訳 で排水対 策は怠 られ て しまっ た 。

　通産省 は，当時チ ッ ソ 水俣工場の 主 要な生 産物が ア セ トア ル デ ヒ ドと塩化 ビニ
ール であ り，

そ こ か ら重金属 を含んだ排水が排出 して い る こ と も認識 して い た 。 だか ら こ そ通産省 は対策懇

談会に加わ り，排水対 策か ら目を逸 らさせ るた め に まずは原因物質 の 厳密な解明が必要だ と主

張 した の で ある 。 こ の 時期 ， 通産省は，チ ッ ソ の 主要 な生産 物で あ るオク タ ノ ー
ル とそ の 原 料

で ある ア セ トア ル デ ヒ ドの 生 産 を継続させ る 必要 が あ っ た 。 塩化ビ ニ ール 可 塑剤の最大の 主要

原料で ある オ ク タ ノ ール は，当時は，花王石鹸 （株）が ヤ シ 油 を還元 して わ ずか に 生産 して い

るほか は，チ ッ ソ が独 占してお り， 1959年 も塩化 ビ ニ ール の 急増 とと もに
， 供給不足 の 状態が

続 い て い た 。 翌年春か らは，石油化学に よる もの が 生産 される か ら緩和 され る見通 しだ っ た

が
（S）
，少な くともそ れ まで は，チ ッ ソ の オ ク タ ノ ール とその 原料で ある ア セ トア ル デ ヒ ドは

日本の 化学工 業 とそれ故通産 省に と っ て 不可 欠 の もの で あ っ た 。 こ の よ うな基本方針 を持 っ て

い たが故に
，

1958 年7月に は，厚生省公 衆衛生 局長 名で ，チ ッ ソ 工場 の 廃棄物で魚介類が有毒

化され る こ とが 推定され る と，は じめ て 公式に指摘 して 通産省に 通達 を出 した に もかか わ ら

ず
（6〕

， 結局 ，
そ の 後 も排水 を規制 す る取 り組 み を積極的に講 じさせ よ うとは しなか っ た。

　一
方，難航 して い た 原 因物質の 解明で は

，
1959年7月 14 日 に，熊本大学の 研究班が ，水俣病

は 「現地の魚介類 を摂食する こ と に よ っ て 惹起 され る神経系疾患で あり ， そ の 汚染毒物 と し て

は
， 水銀が きわ め て 注目 され る に至 っ た」 と の結論 を確認 した 。 しか も，同時に，他地 区 に比

して 著 し く高濃度の 蓄積が確認 され た水俣湾 の 泥土 中 の水銀量 は ， チ ッ ソ の 百 閭排水口 で 最 も

高 く遠 ざか る に従 っ て減少 して い る こ と も明 らか にされた。しか しなが ら ， 有機水銀化合物の

特定 とそ の 生成過程が厳密 に明らか に され なければ 因果関係が確定 した とは い えな い とい う論

理が，依然 として 貫かれた ため に，こ の 結論 も被害 の 拡大を阻止する こ とに は直ちに結び つ か

なか っ た。被害の 拡大を防止する とい う観点か らは，排水 を緊急に停止 させ るべ きだっ たに も

かか わ らず，原 因物質とそ の 生成の メ カ ニ ズ ム が細部に わ たる まで 完全 に解明 され ぬ 限 り 「原

因は未確定」 とい う論理 が研 究者 も巻 き込ん で こ の 段階に至 っ て も主張 し続けられ ，依然 とし

て 排水対策 は放置 された 。

　ただ
，
1959年の IO月段階 に な ると沿岸漁民の 排水停止の 要求が

一
段 と強 くな っ た。す なは ち，

不 知火海沿岸漁民 は
，

10月17 日 総決起 大 会 を開催，「完全浄．化設 備の 完了 まで 操業 を中止する

こ と」 を トッ プ に掲げ て チ ッ ソ に 迫 っ た σ1 か ら
， 熊本県 と し て もな ん らか の 対応 を検討せ ざ

る を得な くな っ た 。 熊本県議会水俣病対策特別 委員会で も， 排水停止を求め る県漁連側議員 と，

チ ッ ソ を間接的 に弁護する 地元議員が対立 ，
一

時内部分裂 の 状態 に な っ た こ と もあ っ た が
，

「原 因が判明する まで 工 場の 操業 を中止すべ き」 と の意見が大勢 を占め る ように な り，知事 に

そ の ため の 臨時県議会 を早急 に開催す る要 求が出 された 。 しか しそ の 後 ， 知事が ， 補償交渉斡

旋の た め 社長 と会談する な どの 動 きが出て きたた め に，そ の 推移 を見守る と して 特別委員 会は

つ い には議会開催要請を保留 に して しまっ た 。 漁業補償 と排水対策は
， 全 く別の 事柄で あ っ た

に もかか わ らず ，
こ の 時期 ， 結局は，すべ て の 問題が 補償問題 に矮小 化させ られ て しま っ た 。

こ うして ，汚 染の 拡大を防止する 決め 手 となる排水規制は実施され ず，漁業補償 の 妥結に よっ

て 立消え に な っ て しま っ た の で あ る。
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　 こ の よ うに ，通産省や熊本県は
， 漁民 か らの 度重な る 排 水規制 の 要望が あ っ た に もかか わ ら

ず ， 結局 ， 汚染 を防止 す るため の 効果的な規制措置 を講 じな い ま ま，い わ ば時間稼 ぎに終始 し

た 。 政府部内で も，厚生省や水産庁な どは
，

工 場排水 に対する 措置の 必要性 を遅 ればせ なが ら

認識 して 通産省 に要請 したが ，通産省は，1959年末 の 段階にな っ て も 「水俣病の 原因を工場排

水 に帰せ しめる こ とは で きな い 」 と強硬 な姿勢 を と り続けて い た ほ どで ある か ら，排水規制を

徹底 させ る と こ ろ まで は監督指導を行わなか っ た。ただ，こ の 時期，政府通産省 として は，排

水問題 は解決済み と い う社会的状況だけは 早くつ くり出さな ければ な らな か っ た 。 その ため
，

チ ッ ソ に対 して ，水俣川へ の 排水 の 中止 と浄化装置 の 早期完成 を指示は した が ，実際 は先述 し

た よ うに水俣川 へ の 排出が止 まっ たわけ で もな く，また，浄化装 置 もア ル デ ヒ ド設備廃水の メ

チ ル 水銀 を除去す る機能はなか っ た 。

3．6．排水規制 を牽制 した地域社会

　 こ の 排水規制問題で は
， 地元社会は

， もっ ぱ らチ ッ ソ の 操業を護 る とい う立場か ら こ の 問題

に対応 した 。 そ こ には，自治体機構 に対 して 財政的に も人的に も大 きな影響力を もっ たチ ッ ソ

の 意 思が強力に働 い て い た こ と に加 え，チ ッ ソ 労働組合 の 企 業主義や長年にわ た っ て 醸成 され

て きた住民の チ ッ ソ 運命共同体意識が，こ うした動 きを さらに促進 させ る こ と に な っ た 。 排水

停 止を求め た不 知火 海漁民騒 動が起 こ っ た際 に は，まず即 座に チ ッ ソ 従業 員大会が 開か れ
，

「漁民の 行動は政治的に お い がする」「暴力で は解決 しない 」 など の 発言が な され た。さら に 翌

日 に は
， 市議会全員協議会が，全員一

致 で ，知事 ・県漁連 ・チ ッ ソ に対する決議文 を採択 ， そ

の なか で 「操業を停止 して は との 風 聞あ る が
， 操業 を停止す る こ とは極め て 重 大な る結果を招

来する おそ れがある 。 当局は慎重な る 考慮 を して ，浄化措置 の 完成 を促進せ しめ，操業停止等

の 事態が 発 生 せ ざる よ う措置 され ん こ と を要望する」 と し て
， 操業中止 にならぬ よ う陳情する

こ とを決め た 。

　そ れに もかかわ らず ， 県議 会水俣病対策特別委員会で排水規制の 動 きが出て きた ため に ，市

長 ・議 長 ・商工 会議所会頭 ・地区労議長 な ど市漁協 を除い た28 団体 の代表が い わば 「オー
ル 水

俣共同戦線」の 体制で ，「排水ス トッ プは水俣市民全体 の 死活問題」 と知事に陳情 した。さ ら

に，食品衛生調査会で有機水銀説 が結論 づ け られる公算が 高か っ た ため に ，そ れが排水停止 に

結び付 くこ とをおそ れ て 再度市議会全員 協議会を開き，「結論 に は慎重を期す よ う」陳情す る

こ とを決定 した 。 チ ッ ソ の労働組合 も，「慎重 に結論 を出すよ う」政 府に訴 える こ とを決め て

い る。こ の よ うに，患者 と漁民を除 い た地元水俣は，
一

貫 して，排水停止措置が とられ る こ と

を牽制する行動を と り続け，結果的に汚染 の 拡大を放置 して しまっ た。

3．7．漁獲禁止 措置の 回避

　中毒物質が魚介類 を媒介 と して い る こ とが 明 らか に され た段階で ，熊本県 と して は ，緊急 に

汚染 された魚介類の 漁獲禁止措置を実施する こ とが必要だ っ た 。 しか も，1957 年4月に は
， 水

俣保健所長が ， 湾内の 魚介類で 実験的に猫 を発症させ そ の 有毒性を完全 に証明 した に もかか わ

らず ，熊本県 は検討 は しなが らも禁止 措置 を講 じよ うとは しなか っ た 。 漁民に対 して操業 ・販
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売の 自粛 を要望する だけに とどま っ た 。

　そ の ため，水俣市漁協と行政 との 間で は 漁獲禁止 をめ ぐっ て折衝が繰 り返され る こ とにな り，

しか も
，

一
方で 住民の 不安 も

…
段 と大 きくな っ て きたため に ，県は再度，食品衛生法の 適用 を

検討，1957年8月半ばに厚生省 に照 会 した 。 しか し，こ れ に対 して厚生省が ，「湾内の すべ て の

魚介類が有毒化 して い る とい う根拠 が な い ため法 の 適用 は困難」と の 方針 を伝 えて きた こ とを

受 けて漁獲禁止措置 を最終的に放棄 して しまっ た 。 こ の 段階に至 っ て も，有毒魚介類の 漁獲 を

禁止せず被害を拡 大させ て しま っ た厚生省 と熊本県 の 責任 は きわ め て 重大で ある とい えよ う。

　そ の 後，1959年に 至 っ て ，患者の 発生地域 が不知火海沿岸の 周辺 町村に 拡 大 し事態が
一

段 と

深刻にな り，沿岸漁民 の 大規模 な抗議行動が台頭 し て きたた め に
，

さすが に 県の 内部で も食品

衛生法 の 適用 が困難な らば，特別立 法で 漁獲 を禁止 しよ うとする動 きが出 て きた 。こ うして 漁

獲禁止へ の 取 り組 み は
，

10月に は
， 「漁獲禁止 ・生活補償 な どの 特別立法 を議員立法で 出 す こ

と に な り，臨時国会に間に合 うよ う県で 条文作成 を い そ ぐ」 と 知事が 表明 す る ほ ど ま で に 進展

し た か に み えたが
，

しか し，政府の 「原因不明な の で 立法化困難」 とする対応 で 空転させ られ

て い る うちに，補償問題 の 渦中に の み こ まれて しまい
， 結局 は立ち消えにな っ て しまっ た 。

　 こ うして行政は ，漁獲の 法的禁止措置を つ い に とらず，チ ッ ソ の操業は容認 しなが ら漁民だ

け に操業 の 自粛を求め る とい っ た一方的な対応で 終始 して しまっ た 。 その ため，危険魚介類に

関する広報 も徹底 させ られなか っ た こ ともあ っ て ，有毒魚 介類 は 地元 を は じめ各地 に広 く出回

り続け ， 水俣病被害を さら に拡大 させ て しま っ たの で あ る 。

4 ．補償 ・救済責任の 問題

4．1 ．漁業補償

　水俣市漁協 は，1958年 になる と漁業被 害対策委員会をつ くっ て
， 排水停止の 要求と ともに補

償問題に取 り組み 始め た 。 しか し 「奇病関係で あれ ば絶対 受け付け な い 」 とい っ た チ ッ ソ の 強

硬な態度 に直面 して 事態 を進展 させ る こ とはで きなか っ た 。 その ため ，地 元の 有力者に仲介を

頼む方向で打 開 の 道が模索 され た が ，膠着状態が続 い た 。

　 しか し，翌年7月に有機水銀説が 公表 され ，また，鮮 魚小売商組合が水俣産魚介類の 不 買声

明 を出す に至 っ て ，事態は
一

変 した 。 い よ い よ追い 詰め られた水俣市漁協は，漁民大会 を開催，

それ ま で停滞 して い た漁 業補償問題が急展 開 しは じめ た 。チ ッ ソ は，そ れ まで の よ うに漁民の

要求を
一

方的に拒否す る こ とが で きな くな り，「同 じ市に い る者 と して ，窮状 を見る に しの び

ず，と りあえず50万 の 見舞金を支給する 」 と提案 した 。 そ の 後，チ ッ ソ は増額 して ，300 万円

を回答 したが， しか し こ の 段階 に なる と，漁 協は こ の 程度で は受け入 れ ない と して 工場幹部 に

迫 り， 退 去 し よ うとする チ ッ ソ 幹部 と漁民 が 衝突 ， 負傷者が 出 る とい う事件ま で 発生 し た 。
こ

の 補償問題 は，そ の 後市長を中心 とする斡旋委員会の 仲介に依存する こ とにな り，水俣病被害

の 補償で は な い との 前提で
， 8月末 ， 補償金3

，500円 ・年額200万円 ・百問埋立地を無償提供す

る との 内容で 決着 した。チ ッ ソ が ， 水俣病の 「原 因 は未確定」 と して
，

こ の 補償 には水俣病関
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係は含 まな い との 態度を終始貫 き漁協 もそれ を突 き崩せ なか っ たため，加 えて 漁協 と して は，

チ ッ ソ が君臨する地域社会か らの 重圧 もあっ て ，低額補償で 妥結せ ざる を得 なか っ た 。

　lo月に な る と，同じ よ うに被害が 深刻 になっ て い た不知火海沿岸 の 広範な漁民 が立 ち上 が り，

チ ッ ソ に対 して，排水の 全面 即時 中止や有毒 ヘ ドロ の 浚渫 など ととも に漁業被害へ の 補償 を要

求す る に 至 っ た 。 なか で も生 活に追 い 詰め られ て い たが ゆ え に
， 沿岸漁民 に と っ て 当面 の 焦点

は補償問題 となっ て い っ た が ，チ ッ ソ が 要求を拒否 したため に重大な政治問題 とな っ て い っ た。

11月 2日には，国会調 査団の 訪水に合わせ て 約2千人 の 漁民が水俣に結集 ， 決議文を持 っ て代表

が 工 場 と交渉する 予 定だ っ た が 拒否 さ れ
，

工 場 に押 し入 る と い っ た い わ ゆ る 「不知火海漁民騒

動」事件が発生 した 。

　 こ うした事態 の 緊迫化に うなが され て
， 寺本熊本県知事は

， 不知火海漁 業紛争調停委員会 を

設置 して 斡旋 を開始 したが ， チ ッ ソ は 「水俣病の 原 因が工場排水に あ るか どうか確定 して い な

い 」 と強硬 な姿勢を くず さなか っ た 。 最終的に は責任 を曖昧に した まま，漁民側は総額 1億円

の 調停で 決着が つ けられ て しまっ た の である 。 しか もそ の 内訳 は，通 産省や 日本化学工業協会

側か らの 「高額補償は，全国 の 補償 を釣 り上 げ る」 とい っ た働 きかけを受けたチ ッ ソ の 意向を

受 け入 れ て ，1億 円の 内，補償金 と して はわずか 3，500 万，残 り6，500万 円は融資 とい う形式に し，

さ らに ，こ の 内か らlL2 事件の チ ッ ソ 損害額1，000万 を差 し引 く と い っ た屈辱的 な内容 に ま とめ

られ て しまっ た 。

4．2．患者補償

　
一

方，患者家族が ，チ ッ ソ に表だ っ て 被害の 補償 を要求 し始め たの は
， 漁民 よ り遅 れ ， 有機

水銀説が公表 され て か らの こ とで あ っ た 。 と こ ろ が ， 9月 の チ ッ ソ との 接 触で は，「今の と こ ろ

責任 は な い
。 しか し ， 寄付 金 の よ うな もの は考 えて い る」 と工場長 との 面会を拒否 されまとも

な対応をされ なか っ た 。 そ うこ うして い る うち に，不知火海沿岸漁民 に 対する 漁業補償 の 斡旋

が ，知事 を中心に して進行 し始め た ため に，患者家庭互助会 も，知事の 斡旋 に患 者補償 も加え

る よ う要望 した。 しか し，調 停委員会が積極的な態度 を示さなか っ た た め に
，

チ ッ ソ へ 総額2

億 3，400万 1人 当 り300万 を直接要求する に至 っ た。チ ッ ソ は ，こ の 要求に対 して ，ゼ ロ 回答 で

対応 ， 患者家族達は 工 場正門前で テ ン トを張 り座 り込 まざるを得 ない と こ ろ ま で 追 い つ め られ

た。そ の 後，ようや く12月にな っ て ，知事は，調停 に患者補償 を加えたが，そこ で提示 され た

骨子 は，年金 が未成年1万円 ， 成人10万円，死 亡者30万 円 とい うもの で あ っ た 。患者家庭互 助

会 の 内部 で は ，受諾 を巡 っ て
一時混乱 したが ，最 終的 に は，未成 年者に若干の 上乗せ を した案

で受諾 した 。 すで に不知火海漁民が妥結 して お り，
し か も年末を控 え窮迫感が 一段 と強 まっ て

い た こ と もあ っ て ，互助会 として は不満なが ら承諾 をせ ざるをえなか っ た 。
こ うして 12月30 日

ぎりぎりに r
．こ こ で も責任 を曖昧な ままに した い わゆ る見舞金契約で 決着が つ けられ て しまっ

た の で ある 。

　チ ッ ソ が，「原 因未確定」 を強調 しなが ら
一

方で補償交渉に 応 じた背後に は，事件 を早急 に

鎮静化 させ て しまい た い とする 政治的圧力が強 く働 い て い た 。 こ うして患者 は
， 低額の補償金

で 病苦 と貧困 ・差別 の なか に閉 じこ め られ て しまっ た 。
こ の 時期の 水俣病事件は，終盤 で は補
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償 問題 が最大 の 社会問題 とな っ たが，こ の ように，チ ッ ソ は責任 を終始同避 し続けた 。 そして ，

患 者や漁民が こ うした チ ッ ソ の 高圧的な壁 を突 き崩せ なか っ た の は ，地元住民か らの 支援がえ

られなか っ た こ とや，行政が む しろチ ッ ソ に荷 担 した こ となどが大 き く影響 して い た 。

4．3．患者認定制度と未認定患者

　なお ，こ の年末に な っ て ，補償 問題 が表面化 し
，

また
， 水俣市外に も患 者が発生 し は じ め た

こ ともあ っ て
， 厚生省 は

，
正 式 に水俣病審査機関 を発足さ せ る 必 要が ある と し て臨時に水俣病

患 者診査 協議会を設置 した
。

こ れ は ，大詰め を迎 え て い た患者補償が妥結 した際に ，見舞金 の

受給資格者を決め る必要か ら大急 ぎで作 られた もの で あ っ た 。 こ の よ うに水俣病患者審査機関

が補償 の 受給資格 者 を決 定す る と い う任務 は，そ の後こ の 機関 を継承 した水俣病患者診査 会 ・

公 害被害者認定審査会 に も実質的に は受 け継がれ る こ と に なる 。 こ うして，認定審査会 は，補

償対象者 を決定する機関 として 実質的に機能 し，また，水俣病医学 の 主流 は こ うした い わ ゆる

「認定医学」の 性格を強 く持 つ に い た る 。 そ して ，こ の 認定制度が T そ の 後の 補償救済 に大 き

な影響 をもた らす こ と に な っ た の で ある 。

　1968年9月 の 水俣病 の 原 因 に つ い て の 政 府見解 を受け て ，水俣病 患者は改 め て 正当な補償 を

求め て 立 ち上 が り， 第1次訴訟の勝訴 とそ れ に続 く交渉を経て
，

1973年 ，

一
次金 や 年金そ れ に

医療手当な ど を盛 り込 ん だ 補償協定をチ ッ ソ と の 間 に締結 した
CS〕。しか もす べ て の 認定患者

に もこ の補償体系は適用 され る こ とに な っ た 。

　 し た が っ て
， そ の 後は

， 未認 定患者の 補償救済が 水俣病問題 の 最大の 焦点 とな っ て きた 。

1970年まで に認 定 され た患 者 はわず か 121人 に過 ぎなか っ たが ，そ の 後，認 定を棄却 され た患

者の 行政不服審査 請求 に対する 1971年の 環境庁採決に よ っ て
一

時認定基準が緩和 され，認定 さ

れ る患者が増えて きた。 しか しそ の後，1977年につ くられ た新 たな判断条件に よ っ て審査され

る よ うに な っ た ため ほ とん どの 申請者が棄却され る状況 が続 い た。こ うして ，棄 却 された大量

の 未認定患者が放置され る とい う状況が社会的に も政治的に も問題 とな っ て い っ た 。

　こ の よ うに認 定問題 が最大 の 焦点 とな っ て きた の は ，水俣病 の 病像に つ い て の 「認定医学」

の 判断 に 患者が納得 して い な い か らで あ る。こ れ には水俣病 の 医学が ，当初 ，原 因究 明 に 集 中

し たため病像の解明が遅れ た こ と に も起 因して い る が ，な に よ りも，チ ッ ソ や行政 に と っ て補

償負担が大 きな重荷に なっ て い る こ とが大 きく関 わ っ て い る。チ ッ ソ は ，患者へ の 補償金 と水

俣湾の ヘ ドロ 処理 事業の 負担金 な どが 巨額に 上 っ て い る ため に ，自力経営が不可 能に な っ て し

ま っ た 。 そ うし た な か で
， 「汚 染者負担 の 原 則」 を貫 くた め に は

， 行政 が チ ッ ソ の 経営 をバ ッ

ク ア ッ プ せ ざる を得な くな り，熊 本県が債券 を発 行 して そ の 資金 をチ ッ ソ に貸 し付ける方式が

続 けられ て きた
CS”

。 したが っ て ，認定患者の 増加 はチ ッ ソ の み ならず行政 に と っ て も大 きな

負担 となる構造が つ くら れ て しまっ た の で ある 。 1977年 の 判断条件に よ っ て，棄却処分 が常態

化 して きた背後には こ うした事情が存在 した。

4．4 ．未認定患者の運 動と政治解決

　大量棄却 に直面 した耒認定患者 は，大別する と二 つ の 方法で こ うした状況を打開 しよ うとし
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た、，　
・
つ は，第3次訴訟 （1980年5月提訴） とそれ に続 く東京 ・京都 ・福岡な どで の 水俣病被害

者 ・弁護団奈国連絡会議 （全国連） よ る 訴訟の提起で あ り，今ひ とつ は，水俣病患者連合 （患

者 連合）に よるチ ッ ソ との 直接交渉路線 で あ っ た。患者連 合は，未認定患 者 に対 す る補償 をチ

ッ ソ との 直接交渉に よ り獲得 しようとして ，当初はチ ッ ソ 水俣本部前で 座 り込 み をす る勢 い で

そ の 凵的達成を囗差 した が，やが て 交渉は 進展 しな い まま膠着状態に人 っ て しまっ た ． そ れ に

対 し て ，全国連 の
一

連 の 訴訟 と運 動は
，

そ の 規模 の 面 か ら未認定患者 の 救済問題 の 主 た る 潮流

とな っ て い っ た 。 そ こ で は ，「水俣病患者」 と して の 救済 とと もに 国 と熊本県の 水俣病に対す

る 責任 の 確定が達成課題 とされた 。

　全 国連は
， 当初 ， 行政責任 を明確 に した勝利判決の 連弾で

， 最終的に は 司法救済 シ ス テ ム

（ス モ ン 方式）を確立 して水俣病患 者 と して の 救済 を達成す る こ とを 目標 と して掲げ て い た。

その 第3次訴訟第1陣の 判決 （1987 年3月）で は，熊本地裁は，国 ・県の 国家賠償責任 を認め，

原告全員を水俣病 と認定 した が，被告が控訴 したため に状況は基本的に は 変化 しなか っ た 。 そ

の 後裁判が長期化 して い く中で ，全 国連は，早 く結審 して 裁判所 に解決勧告を出 させ ，司法に

よ る 救済 ル
ー

ル の 場 を実現する とい う方針 に転換 ，
こ うした全国連の 要請を受けて

， 裁判所は

相次 い で 和解 を勧告 したが ，国 は 依然 として こ れ に 応 じようとは しなか っ た 。

　 こ うした なか で
，

1994年6 月，連立与党に よ る 村山内閣が 発足 した 。
こ の 連 立政権 は戦後 の

政 治間題 と し て 残 され て きた 課題 の 解決 に 取 り組み は じ め
， そ の

一
つ と し て 水俣病問題 を位置

づ け，未認定患者に対する 政 治的解決に 向けて独 自の 路線 を と り始め た 。 1995年に人 っ て ，与

党の 水俣病問題対策会議は，裁判所で の 和解 を含ん だ話 し合 い に よ る解決を目指す とい う基本

認識 で一
致 したが，最 終的 には，全 国連 が 目指 して い た司法救済シス テ ム に よる解決 を同避 し

た い 環境庁路線 の もとで ，9月末，政治解決が実現 した 。

　こ の政治解決で は ，未認定患者は ，水俣病患者と して は 認め られず 「救済を求め るに至 る こ

とに は無理か らぬ 理 由があ る 」対 象者 と位置 づ け られ ，しか も，認定患 者 と比 較する ときわ め

て 少額の
一

時金 で処理 され て しま っ た 。 また，行政 責任 に 関して は，1995年 12月15日，政府は，

政治的解決 の 幕を閉 じ る に当た っ て，「水俣病問題 の 解決に当た っ て の 内閣総 理大臣談話」を

発 表 したが，そ こ で は依然 として 「…　 政府 と して はそ の 時々 に お い て で きる限 りの努力を

して きた と考え ますが ， …　　 」 と総括 さ れ て お り，行政責任に つ い て も曖昧な まま決着が つ

け られ て しまっ た。

　 こ の 政 治解決に よ っ て ，長年 に渡 っ て放置され て きた未認定患 者 の 「生 きて い る うち の 救済」

は
，

．一一時金や 医療救済 な ど で 一
定程度 実現 し た 。 こ の 救済の 中味が 当の患者に とっ て どの よ う

な意味 を持 っ たかは，今後の患者 の 生 活の 巾で 吟味 され る こ と に な ろ う。

　な お ，
こ うした なか で

， 現在 ， 大阪の 未認定患者に よ る 関西訴訟控訴審が，唯一水俣病の 医

学 と行政 の 責任 をめ ぐ っ て 継続 され て い る 。 そ の なか で ，こ れ まで の 「認定医学」の 病像論が

根底か ら問 い 直され つ つ ある u こ の 判決次第で は，大状況 として は区切 りが つ けられ たか に見

える未認 定問題 が再浮上 して くる可能性 も予想 され る 。
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5 ．結び にか えて　地域 の救済 ・再生の 問題

　水俣 は，現在，「環境 ・健康 ・福祉 を大切 に する産業文化都市」 を実現する た め の 基本的施

策の 第一
に 「水俣病問題 の 解 決 と環境再生 ・創 造」 を掲 げ，水俣病の 教訓 を生か した まちづ く

りを展 開 して きて い る。こ うした動 きは，1990年度の 水俣湾の ヘ ドロ 処理事業完了後頃か ら本

格的に表面化 して きた 。 水俣病の 教訓 を発信する た め の 水俣病資料館や環境国際会議な どの 一

連の 活動や環境 との 共生を目指 した23種に も及 ぶ ゴ ミの 分 別収集 な どの 活動が展 開され て きて

い るが ，そ うしたなか で 地域再生 の キ
ー

ワ
ー

ドとな っ て い る の が 「もや い 直 し」で ある
，tOl・

。

　 こ の用語が公式 に使用 され た の は ，現 吉井正澄 市長 が，市長 と して 初 め て 臨んだ 1994年 の 水

俣病犠牲者慰霊式 の 式辞 の なか で あ っ た。こ の なか で市長 は
， 市行政 と し て の 過去 の 水俣病対

策 を反省 し犠牲者 に 陳謝 し
， 水俣病の教訓 を生 か した まちづ くりを推進 して い くた め に市民 の

連帯感 を修復す る 「もや い 直 し」 を訴 え た
。

こ れ を受けて それ まで 市 の 呼びか けに応え て い な

か っ た水俣病患者連合や チ ッ ソ水俣病愚者連盟な どの患者団体 もこ れ を機 に行政 へ の 姿勢 を変

えて い くこ とに な っ た 。 政治解 決 の 際 に も， 市長 は，患 者 の 救済 と共に地域住民総体 の 救済が

同時 にな され ねば な らない と，そ の ため の 拠 り所 とな る 施設 と して 「もや い 直 しセ ン ター」を

国に要請 して 実現 させ た 。 「もや い 直 し」の 一環 と して，市民 に水俣病に つ い て止 しい 認 識 を

持 っ て もらうため の 「水俣病市民講座」 な ども開催 され て ，患者 と
一

般市民の 間の 交流の 機会

も少なか らず設けられ る ように な っ て きて い る。

　た だ ，こ の 「もや い 直 し」は ，
．
市民 の なか で 多義的 に理解 され て お り，なか に は対照的 な捉

え方 も表出 され て い る。「旧 の 人間関係を取 り戻す」と解釈 して い る市会議員が い る 方 で
〔m

，

こ れ ま で を 「考え直 して 」
鰯

む しろ新た な人間関係 を構築 して い くとい うの で あれ ば受容 で

きるが，旧の 状態 に戻す とい うの で あれば困る と受け止め て い る水俣病患者 もみ られ る 。前者

の 場合は，よそか ら来た水俣病患 者の 支援者に は帰 っ て も らっ て 旧 の 水俣 を取 り戻そ うとい う

呼び か け に な り， 水俣病事件の 経験 を 踏 まえた新た な人問的絆 を 創 り出す と い う方向性は 見ら

れな い
。 ネ ッ トワ

ー
ク研究会の 調査 で は，「もや い 直 し」に つ い て は，半数以上 （55，8％）の 市

民が必要性 を認め て い たが （水俣社会ネ ッ トワ
ー

ク研究会，1999 ），
こ の よ うに 「もや い 直 し」

を根付か せ て い くの は 容易で な い こ と もうかが わ れ る 。

　 こ れ まで見 て きた よ うに，水俣病事件の 過程 で は，地域 社会は水俣病患者に対 して 抑圧 的に

対応 した こ とが少な くなか っ た 。 漁民が排水の 停止の 要求行動に立ち一Lが っ た 際 に も，自治体

機構 をは じめ 一・般住民か らの 支援は 得 られなか っ た。そ れ ど こ ろか住民は，む しろ排水停止 の

要求に は反対する行動す らと っ て い る 。 また
， 被害者か ら の チ ッ ソ へ の 補償要求に対 して もそ

れ に 反発する動 きも見 られ た 。

　漁民 や患者の チ ッ ソ に対す る要 求 ・抗議行動は，か え っ て
， 住民の なか に ある 強力な チ ッ ソ

運命共同体意識を El覚め させ
，

チ ッ ソ に 対抗する 者を敵視 させ る こ と にな っ た の で ある 。 チ ッ

ソ は
， そ うした 住民意識 を背景に，市行政 や地元有力層を動か し

， そ れ らに つ なが る 職縁 ・
地

縁 ・血縁 を利用 して被害者の 要求 を抑圧 しようとした 。 そ の た め
， 漁民

・患者は地域社 会 か ら

反発さ れ封 じ込 まれ よ うと した の で ある 。
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丸 山 ：水俣病に対 す る責任

　患者の 復 権 の 運 動が 強 ま りチ ッ ソ が 追 い 詰め られ る よ うな事態 に なる と，そ の つ ど い わ ば

「オー
ル水俣共同戦線」 とで もい え るチ ッ ソ 支援 態勢が公 然 と形成 され た 。 1968 年に な っ て ，

患者支援を［］的 と した 水俣病 市民会議が よ うや く地元 に結成され た が ，しか し，全体 と して は
，

依然 として チ ッ ソ の 影響力 は大 きく，また住民 の チ ッ ソ 運命共同体意識 も根 強か っ た。1968年，

政府見解で 窮地 に立た さ れ た チ ッ ソ を支援する た め の 協議会が組織 さ れ
， そ の結成大会に は53

団体約2，500人が参集，水俣
一
1：場 の 再建強化な ど の 要望 を決議 して い る 。 さ ら に，1971年 に は ，

患者の チ ッ ソ との 自ギ交渉闘争 に対抗 して 地域の 諸団体の 連合組織が結成 され，その 大会で 当

時の 市長は 「全国の 世論 を敵に して もチ ッ ソ を擁 護す る」 と表明 した 。 また ， 1977年に は
， 経

営危機 に陥 っ たチ ッ ソ の 再建を求め る署名運 動が市議会や 諸団体を統合 した組織で推進 され ，

市議会は こ の 組織の 活動に対 して 補助金を可決 した ほ どで ある 。 こ うした動 きは，当然，チ ッ

ソ の 責任 を追 及 して い る患 者 には排除 ・抑圧 的 に働 い た 。 そ うした水俣 の 世論 をお それて認定

申請をため ら っ て い た患者 も少 な くな い 。

　今後，こ う した患者 と住 民 が対 立 した負の 経験 を生 か し 「もや い 直し」を根付か せ て い くた

め に は
， 経済的に チ ッ ソ だけ に依存 し な い 多様 な存立 基盤を確立 し て い くこ とが水俣の 地域再

生 の 重 要な課 題 と な っ て い る と 言 えよ う。地域住 民が ，チ ッ ソ 運 命共同体意識 か ら解放 され る

こ とが ，こ れか らの 水俣を創出 して い く鍵 と なる と考え られ る か らで あ る 。
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（9）1998年 9月 現 在，チ ッ ソ に対 す る 熊本 県 債の 融 資状 況 は ，患者県債 （認 定患者へ の 補償金）償還予定額

　1，022．0億 円，ヘ ドロ 県債 （水俣湾公 害防止 事 業 ） 同 381．7億 円，設 備 県債 （水 俣 工 場 へ の 設 備投資 1 同

　9Ll 億 Fl，一
時金県債 〔政 治解決 に よ る 未認 定患者へ の

．一
時金）「司802，6億円の 内訳 と な っ て お り総額

　2．297．4憶 円 に も上 る。政 府 は，こ う した 多 額 の 債 務 をか か え て 経 営 危 機 が 続 くチ ッ ソ に対 して ，2000年2

　月，抜本的 な 支援策を 決定 した 。 本年度限 りで 県債 に よる 融 資 を廃 止，2千 億 円 を超 える 債務 の 内，自力

　返済が 不 可 能 な分 を 国 の
一

般会計か らの 補助 金 と地方財 政措 置で 毎 年肩代 わ りす る とい う もの で ，「汚 染

　者負担 の 原 則 」 を超えた 異例 の 措置 と な っ た 。
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特 集 ；公害 問題へ の 視 点

（10）「もや い 直 し」 に至 た る経緯とそ れ に 関連 した行政 キ導 に よ る各種事業 につ い て は，山 ［U （1999） に詳

　しい
。 なお

， 吉井市長 は
， 「もや い 直 し」 に つ い て 次の よ うに説明 して い る 。 「私が 『もや い 直 し』 とい う

　言 葉 を使 っ た の は，水俣 市 の 再生 振 興 を 図 る た め に は 水俣病 の 発 生 に よ っ て 非難，中傷，反 目 な ど な ど 乱

　れ に 乱 れ て しま っ た心 の 社会 の 絆 を取 り戻す こ とが 何 よ りも急務 で あり，その こ と を 『内面社会 の 再構築』

　とい う言葉 で 訴えて い た が ，『もや い 直 し 』とい う言葉 は ，そ れ を一
言 で 表現 で きる と考え た か ら で ある、，

　水俣病 は海 の 汚染 で 発生 した もの で ，漁村 で 日常 的 に 使 わ れ て い る 『もや い 』とい う言葉を用 い る こ とで

　水俣 の 特異性が出せ る と思 っ た からで ある 」 〔古井，1997 ：146）。

（11）た と えば ，萩嶺 唯 信 自民 党 市議 会 議 員 団 長 は ，機 関 紙 の な か で 「水俣人 に よ る 『水俣』づ くりを ！」

　と題 して ，「…　　 複 雑 な混 乱 を持 ち込 んだ 外 か らの 応援者 が，『さあ，仲 良 く しよ う 1』 とい わ れ て も戸

　惑 い が 先 で ，む し ろ そ れ ぞれ の 国もとへ 帰 っ て 頂 い た方が 本当の 『もや い 直 し』が で きる よ うな気が しま

　す 。リ ン カーン で は あ りませ ん が ，『水俣 の 水俣 人 に よ る 水俣 の た め の 政 治 』 が ，今 こ そ 求 め ら れ て い る

　よ うに 思 い ます」（『議 会 宅配 便』 1997年10月） と述 べ て い る 。

（12）水俣病患者杉本栄子 の 発 言 「…　 今 まで 信 じ合う と っ た で こ そ ， そ れ ぞ れ 暮 ら し と っ た け ど
， そ れ

　が 水 俣 病 で 崩 れ た じゃ な か ね す か。そ ん 崩 れ た っ ば ，「ま た
一

緒 に寄 っ て 考 え直 して み ん ば 』 ち ゅ う と が

　もやい 直 し じゃ ろ うと私 は思 うとで す よ」 （末吉，ig96 ：70−71 ）。

文献

丸由定巳，1985，「企業 と地域形成
一チ ッ ソ （株） と水俣」『文学部論叢』 16 （熊本大学文学会）．

水俣病研究会編 ，1996，『水俣 病事件資料集　上 ・下 』葦書房 ．

水俣社 会ネ ッ トワ
ー

ク研究会，1999，「水俣
・芦北 地 域 に お け る 地 域社 会 冉生 に 関す る研究 報告劃

岡崎 丁E太郎，1957 ，「水俣事件の 概要」『食品衛 生研 究』，

末 吉 駿
一

編 ，1996 ，『み な ま た
一

対 立 か ら，もや い 直 しへ
一

」 （株） マ イ ン ド．

山田忠昭，lggg，「「もや い 直 し』の 現 状 と問題 点 」 『水俣 病研 究 』 1 （水俣 病 研 究 会 ｝ ：31−44．

吉井正澄 ，
tg97，『離礁

一
水俣病対策 に 取 り組 んで 』，

　　　　　　　　　　　（ま るや ま ・さだ み ）

2000年7月 15日 受理，2000年7月30 日掲載決定

37

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The  JapaneseAssociation  for  Environrnental  Sociology

RESPONSIBILITIES  FOR  MINAMATA  DISEASE
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   Minamata  disease is the name  given to mercury  toxicosis that  developed in people who

ate  contaminated  seafood.  Methyl  mercury  was  dumped  into the sea  as  a  by-product of

ticetaldehyde processing at  the Chisso Company  Limited industrial plant  in Minamata,

From  the outset,  this company  had  a  history of  inflicting damage on  the environment.  The

local community  had  no  control  over  its business operations.                                                                    '

   Measures to prevent further outbreak  of  Minamata  disease should  have  been  taken

once  the  cause  was  identified, but no  such  action  occurred.  A  comprehensive  ban  on  fishing

should  have  been adopted  immediately. The release  of  polluted water  into the  sea  should

been stopped.  But  actually,  the area  of  polluted waters  expanded  and  the disease spread

along  the entire  eoastal  region,  Had  a  proper ban  been imposed  at  the outset,  it is probable

that  the  disease would  have been checked  in its early  stages,

   Eflbrts by vietims  to secure  reparations  from  Chisso and  the  government  were  not

rewarded  fu11y, Reparations have  been tied directly to the disease certification  process,

beeause only  persons who  have been  offieially  certified  can  qualify  fbr assistance.  This

leaves many  suffers  outside  the  aid  system.

Kleorwords and  phrases: Minamata  disease, industrial pollution,  prevention  ofpollution,

   reparation,  local community
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