
（

十

）

白 し

ら

田

川

だ

か

わ

の

硫

黄

い

お

う

公

害

こ

う

が

い

問

題

も

ん

だ

い 

 
日

本

で

最

初

の

公

害

問

題

と

言

え

ば

、

明

治

め

い

じ

二

十

四

年

（

一

八

九

一

年

）

に

栃

木

県

と

ち

ぎ

け

ん

の

国

会

議

員

で

あ

る

田

中

た

な

か

正

造

し
ょ
う
ぞ
う

が

国

会

で

訴

え

た

足

尾

あ

し

お

銅

山

ど

う

ざ

ん

の

鉱

毒

こ

う

ど

く

事

件

じ

け

ん

が

有

名

で

す

。

し

か

し

、

こ

れ

よ

り

も

っ

と

昔

に

白

田

川

に

硫

黄

が

流

れ

た

こ

と

を

訴

え

た

公

害

問

題

が

あ

り

ま

し

た

。

こ

の

白

田

川

の

硫

黄

公

害

を

訴

え

た

こ

と

は

、

日

本

で

も

っ

と

も

古

い

公

害

問

題

で

あ

る

と

も

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

白

田

川

の

上

流

に

は

、

硫

黄

ヶ

窪

い

お

う

が

く

ぼ

と

よ

ば

れ

る

硫

黄

が

採

れ

る

場

所

が

あ

り

ま

す

。

硫

黄

は

火

薬

の

原

材

料

に

な

り

、

マ

ッ

チ

が

で

き

る

前

は

火

を

つ

け

る

た

め

使

わ

れ

ま

し

た

。

こ

の

た

め

江

戸

時

代

か

ら

明

治

時

代

に

か

け

て

、

白

田

川

上

流

の

硫

黄

を

採

る

た

め

の

許

可

の

願

い

や

、

そ

れ

に

反

対

す

る

文

書

が

多

く

残

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

元

禄

げ

ん

ろ

く

十

四

年

（

一

七

〇

一

年

）

頃

か

ら

白

田

川

に

硫

黄

が

流

れ

出

た

た

め

に

白

田

や

片

瀬

の

水

田

に

硫

黄

で

汚

れ

た

水

が

入

り

、

稲

が

育

た

な

い

こ

と

が

あ

り

ま

し

た

。

ま

た

、

こ

の

頃

か

ら

魚

も

釣

れ

な

く

な

っ

た

た

め

に

問

題

と

な

り

始

め

ま

し

た

。

硫

黄

を

採

る

こ

と

の

中

止

を

求

め

る

最

初

の

訴

え

は

、

寛 か

ん

延 え

ん

二

年

（

一

七

四

九

年

）

に

こ

の

地

を

治

め

た

代

官

だ

い

か

ん

に

文

書

が

出

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

硫

黄

公

害

が

再

び

問

題

と

な

る

の

は

、

江

戸

時

代

が

終

わ

り

に

近

づ

く

文

政

ぶ

ん

せ

い

九

年
（

一

八

二

六

年

）

か

ら

で

す

。

こ

の

頃

外

国

船

が

盛

ん

に

日

本

に

近

づ

い

て

来

る

よ

う

に

な

り

、

外

国

船

を

近

づ

け

な

い

た

め

な

ど

に

火

薬

が

盛

ん

に

作

ら

れ

ま

し

た

。

こ

の

た

め

硫

黄

が

多

く

採

ら

れ

た

の

で

す

。

 

文

政

九

年

か

ら

稲

取

村

を

は

じ

め

と

す

る

伊

豆

東

海

岸

の

村

々

は

、

白

田

川

上

流

で

の

硫

黄

を

採

る

こ

と

の

中

止

を

た

び

た

び

訴

え

て

い

ま

す

。

元

治

げ

ん

じ

元

年

（

一

八

六

四

年

）

に

は

、

十

二

の

村

の

代

表

者

が

名

前

を

書

い

て

、
み

ん

な

で

訴

え

て

い

ま

す

。
ま

た

、
慶 け

い

応 お

う

三

年

（

一

八

六

七

年

）

に

は

こ

の

十

二

の

村

で

、

硫

黄

を

採

る

こ

と

に

協

力

し

た

村

に

は

魚

を

釣

る

こ

と

を

許

さ

な

い

と

い

う

大

変

厳

し

い

こ

と

を

決

め

て

、

中

止

を

訴

え

て

い

ま

す

。

 



 

明

治

め

い

じ

時

代

じ

だ

い

に

な

る

と

、

硫

黄

を

採

る

こ

と

は

国

が

中

心

と

な

っ

て

進

め

る

よ

う

に

な

り

ま

す

。

こ

れ

に

よ

っ

て

伊

豆

の

東

海

岸

の

村

々

は

硫

黄

を

採

る

こ

と

の

中

止

を

訴

え

な

く

な

り

ま

す

が

、

稲

取

だ

け

は

江

戸

時

代

と

変

わ

ら

ず

訴

え

て

い

ま

す

。

 

明

治

十

一

年

（

一

八

七

八

年

）

に

は

、

稲

取

だ

け

が

今

の

静

岡

県

し

ず

お

か

け

ん

知

事

ち

じ

に

あ

た

る

人

に

硫

黄

を

採

る

こ

と

を

認

め

な

い

よ

う

に

求

め

る

文

書

を

出

し

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

国

は

明

治

十

八

年

（

一

八

八

五

年

）

に

白

田

川

上

流

で

硫

黄

を

採

る

こ

と

を

認

め

ま

し

た

。

こ

れ

に

対

し

て

稲

取

で

は

、

七

八

七

名

の

人

が

名

前

を

書

い

て

、

当

時

の

国

の

担

当

す

る

大

臣

だ

い

じ

ん

に

中

止

を

訴

え

て

い

ま

す

。

 

こ

の

後

、

硫

黄

を

採

る

こ

と

の

中

止

を

訴

え

る

文

書

は

残

っ

て

い

ま

せ

ん

。
ま

た

、
明

治

三

十

五

年
（

一

九

〇

二

年

）

に

は

白

田

川

上

流

で

硫

黄

を

採

ら

な

く

な

り

ま

し

た

。

こ

う

し

て

日

本

で

も

っ

と

も

古

い

と

も

い

わ

れ

る

白

田

川

の

硫

黄

公

害

問

題

は

終

わ

り

を

告

げ

ま

し

た

。

 

 



 

 

 


