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は じ め に

　公害の 問題 が 注 目され て か らす で に 久 しい 。明治時代 に

始 ま っ た 足 尾銅 山 に よ る 公 害 は 被害 の 深刻さに もか か わ ら

ず ， それが局地的な範囲 に 止 どま っ て い た た め に ， 鉱毒と

い う特殊な事情 に 対す る 同情 を呼ぶ に 過ぎなか っ た が，現

在は 日本の 至 る所 ， 公 害と全く関係が な い とい う地域は希

少な価値を持つ まで に な っ て い る 。 戦後，日本が生き る道

と し て 選 ん だ 工業の 道が高度の 経済成長を もた ら した一
方

で ，公害が 拡大 して き た とい うこ とは 工 業 とい う人間の 目

酌作業が 皮肉 に も両刃 の 剣 で あっ た こ とに な ろ うか。こ の

よ うに 人 問生 活 の 向上 の た め の は ずの 工 業化が ， 人間 の 敵

をつ くる 原因 に もな っ た とい うこ と を ， 資本主義の 害悪だ

とき めつ け る こ とは 容易 で あ ろ うが ， そ うい う政治主義的

な 理解 だ けで 今後 わ れ わ れ の 社会 は 前進 し 得 る の で あ ろ う

か 。

1．　 天災か 人災か

　 公 害 の 発生 が 人災 で あ る か 不可抗力 の もの か 原因の 判断

に 迷 う と きが あ る こ と も確か で あ ろ う 。
し た が っ て 原因 を

正 し く突き止 め それ を公 けに 主張す る こ とは 大変な努力 と

精神力を要 し ，ま さに 命がけなの で あ る
1］

。 そ れ は 日本の

社会状況か ら推察し が た い もの で は な い
。 ま た，全 くの 天

災で あ る場合で も，来た るべ き天災が予想され る場合は で

きる だ け の 対策を立 て て お くこ とは 当然で あ る し，そ の 対

策をあえ て 怠 る な らばそ れ に よ る失点は や は りお お うこ と

は で きな い で あ ろ う。 わ れ わ れ の 最も深 く関与す る土質工

学 の 分野 で そ の よ うな 怠 りは な い で あろ うか。

　最近の 山くずれ の 例 に 触れ て み よ う。去年昭和50年 8月

の 青森県下の 土石流 に よ る惨事 の 原因は ，ま た同 じ こ ろ の

山形県内 の 土砂 くずれ に よ る 多数の 死者，行方不明 を出 し，

列車 の 脱線転覆事故 をもまき起 こ し た 原因は ， 積年の 乱開

発と手入れ不足 に よ る もの と指摘 されて い る。同 じ 月 の 台

風 5号 に よ っ て 高知県宿毛 市付近 で は，3時間 の 降雨 が

282mm に達し ，
一家 4人 が生埋 め に な り， 山 くずれ は 13

個所に 及 ん だ。 また 早川郡 の 伊野町 で は 同 じ く山 くずれ の

た め死者，行方 不 明38人 と伝 え られ た 。 高知 の 古老 は生 ま

れ て 初め て の 経験だ と語 っ た とい う。

一
方鏡川の 増水 で 河

川敷上 の 200戸 が 2m の 浸永 を受 け た が，焼津近 くの 国道や

飛弾 の 川沿 い の 国道に 対す る崩壊惨事 も記憶 に新 しい 。い

ずれ の 場合で も被害者に 対 し て は 同情に耐 え ない が ， そ の

原因 の 究明 と な る と，ど こ ま で 天災 か，どこ まで 人災か の

判定に は 困難 が つ き ま とう。昨年 8 月 18目の 朝 日新聞は，

破壊され る 自然 の 痛 ま しい 姿 を人間 の 手 に よる工 作の 結果

で あ る とい う見解 で と らえ
、’

何を し て は な らな い か
”

とい

う入間作業 の 否定的な方向を強調す る論説を掲げた 。 確 か

に不注意な乱開発 に よ る 被害と い い 得る もの もある で あろ

う。
し か し 反対 に，打 つ べ き手を打 た なか っ た た め に よ る

こ と も案外に多い の で は な い か と考 え られ る。山くずれ の

惨事を知 らされ る た び に 筆者 は 強 くそ れ を感 ぜ ざ る を得 な

い
。 排気ガス に よ る 害を防 ぐた め に 自動車の 量を減ず る対

策を講ず る こ とは 肯定で き る が ， 同時 に無害 の エ ン ジン を

工 夫す る こ とがな けれ ば自動車 の ガ ス の 問題 は 永久 に 終わ

らない
。 人間生活 に役立ち得る もの を積極的 に改良し，よ

り理想 に 近 づ け る努力が貴重 な の で は な い か と思 う。た と

え ば東京 で は 防潮 堤 を し っ か り造 っ て お くこ と に よ っ て 高

潮の 危険は防げ る の で あ る 。 オ ラ ン ダに お い て 沈下 しつ つ

あ っ た 土地 を干拓 し 国土 の 1 割 に あ た る 耕地 を造成 し た堤

防の 工 事 を無 用 な もの だ と 誰 が否定 し得 るで あ ろ うか
。 打

っ べ き手 を打 つ とい う努力 の 結果もまた人間 に新 し い 希望

を与 え る もの で あ る。

2．　 現代精神 の弱 さ

＊ 工 博　早稲田大学 教授 　理 工 学部 土木 工学科

Janua 町 ，　1976

　都市 に 始 ま っ た自然環境の 破壊 は 川 に も山に も海に も拡

大 されつ つ ある し，現在の 都市を眺 め る ときす で に そこ に

は 人間が育 ち ， 生き延 び るべ き環境 は失 わ れ て い る で は な

い か
。

「こ れ 以上一体何 をし ようとい うの か 。」とい うよ う

に こ れまで 公害論 の 多 くは
一

種 の 絶望 の パ ターン で構成さ

れ る こ とが 多 い 。絶望 は退 廃 を生 み か ね な い の で あ る 。 水

俣病の 原因 と して有機水銀 がつ き と め られ た と き，そ れ を

素直に認 め よ う とせ ず責任の 所在を回避 し よ うと し た企業

の 態度 は絶 望 的 な 雰囲気 の 中に生 ま れ る退廃か ら表わ れ る

の で あ ろ う。 そ の 結果互 い の 憎悪をつ の らせ る対 立 を生 む

し，時と して 公害論の 安易な流れ もま た人 間の 幸福を見失

わ せ る 弱 さ を含 ん で い る 。 便 利 さや 能率 の 良 さを望 む 無条

件な傾斜 が い つ か都市自身を無味乾燥な集団雑居地と し て

し ま う精神 の ひ 弱 さは，便乗的 な公 害論の 中に も見受 けら
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れ る。む しろ そ の ひ 弱 さ こ そ が今 目の 社会をお お っ て い る

現代の 精神の 産物 で あ る こ と に気付 くこ と も必 要 で ある と

思 う。

3． 技術の モ ラル

　 こ れ か らの 技術者 の あ り方 に重 要 な か か わ りを持 つ 技術

教育 は ど うあ るべ きか 。 ま ず最 も身近 な 土質工 学 の 分野 で

何 を注意すべ きか。これ は わ れ わ れ教育 に 関係 ある もの の

必 須 の 関心事 で な けれ ば な らな い 。た とえ ば，山 くずれ や

土石流 に よ る 惨事 に 対 して ， その 事故 の 主役をなす土 こ そ

わ れ わ れ の 研究対象 で あ る 以上 ， その 惨事 を最小限 に止 ど

め る べ き責務 の一端は 当然背負 わ ね ば な らぬ で あ ろ う。 現

在 ある傾斜地がい か な る 降雨条件 で，あ る い は い か な る震

度 の 地震 に おい て ，崩壊 の 危険を含む か とい う土 質工学的

な 予測をす る こ とな ど実際は 地点 に よ っ て 千差万別 の もの

で は あ ろ うが，あ る 程度の 見解を 示 す こ と な どが 必要 で あ

る 。 そ うい っ た 面 に 注意し て ゆ く こ と は 新 し い 技術的課題

を産む だ けで な く，教育 の 場 に お い て 新 し い 面 を切 り開い

て 行くに 違い な い 。伝 え られ る よ うに瀬戸内海 に 原油 を大

量 に 流出させ 大きな社会問題 を提起 し た石 油 タ ン クの 事件

が 基礎工 事の 過程 に おけ る不注意に よ る もの で あ っ た とす

れ ば ， こ れ まで 経済条件 の 絶対性 の 中に追 い つ め られ て 来

た 技術者 の 弱 い 立場 と，流 され る ま ま に軽 ん じ られ て き た

モ ラル の 低下が公害発生 の 最も基本的な根 と な る こ と も知

らねばな らな い
。

　 い つ の 時代に あ っ て も惰性 と い うの は 恐 ろ し い もの で あ

る。 六価ク ロ ム を含む泥 が ， 工 場 の 内外 に ば らまか れ 埋 め

込 ま れ ， 人 々 の 生 活を脅 か し 多 くの 人 々 を 病 に至 ら し め る

こ とが あ っ て も，工 場側 に と っ て は埋 め れ ば安全 で あ る と，
一度思 い 込 ん だ工 場側 に 有利 な資料は捨て が た い もの とな

る の で あ る。戦後 の 工 業 の 高度 の 発 達 の た め に 知識 が尊重

され る と と もに ，高度の 知識 の 集約 が 資本 の 下に 行なわ れ

知識 の 偏在 と富の 偏在の 現実を生 む こ と に な っ た が，同時

に 知識 は い つ しか商品 化 され 資本 の 道具 と な る 傾向を帯び

て きた 。 高度成長 の 中 に あ っ て 経済的価値 は 人間をも商品

化す る情勢をつ く るの で あ る。知識を外面的 に 尊重 し なが

ら，実 は 知識 は軽 べ つ され て き た の で は あ る ま い か
。 か っ

て 昭和41年 ， 早稲 田 に始 ま っ た大学 の 学園騒動は無理 な教

育条件に 反発 した学生 の 不満が原因で あ っ た が， 初め は 学

問 の 価値の 問題 と し て は 論議は集中 し な か っ た 。 しか し公

害 と し てすべ て の 人 々 がそ の 生活 を脅か され る状況がある

今 こ そ，改め て われ われ に 要請 され る 知識そ の もの の 価値

観の 転換が必 要 の よ うに 思わ れ る 。 す な わ ち 学問の 姿勢 ，

学問の 活用の 仕方が問わ れ な けれ ばな らなくなっ た とい え

よ う。 何の た めの 学問で あ り，何に 向か っ て 活用 され るべ

きか と い うこ とで ある 。 学問 自身の 固有 の 価値 に重点が 置

か れ る の で は な く学問の 存在す る意味が問 わ れ る の で あ る 。
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4．　 教育者の問題

　現在，もし教育 の 改革 があ る とする な らばそれ は単 に カ

リキ ュラ ム な ど の 学問分野 の 体系の 編成に 主点が あ る の で

は な く，教育者自身 の 自己改革 が必 要 で あ る と考 え る 。

　な ぜ な らば，形式的なあ る い は 制度的な 改変 に よ っ て だ

けで 学問の あ り方 に つ い て 新 し い 時代に 即応 し得 る もの を

得 る こ と は で きな い か らで あ り，教育者 の 自己改革 こ そ こ

れ か らの 学問の 活用 の 方向に つ い て 重要な糸 口 を発見す る

に違い な い か らで ある。こ れ ま で は ，と か く専門 家 と して

の 教育者で あ り過 ぎた し，技術者 と し て 固定 し す ぎた 嫌 い

が あ っ た しそ の 結果，と もすれ ば ， と き と し て 無定見な ホ

ボ チ ュ ＝ ス トの 体質を持 つ と見 られ る 原因 に な っ た の で は．

あ る ま い か 。

　教育者の 自己改革は何 か ら始 め られ るべ きで あ ろ うか。

そ れ は 何 よ り も学生 と の 交流 で あ ろ う。ど うい う形 で か は

問題 で は あ る ま い。学生 との 交 流 は ，自分 に とじ こ も りが

ち な教師 自身 の 開放 を促すばか りで な く，若者 の 現代 へ の

希望 や 価値 の 視点を感 じ 得 る機 会 な の で あ る。そ の 中 で も

し若者 に 対 し て 何 が し か の 助言 が で き る とす る な らば教師

に とっ て も新 し い 喜び と な る。教育者の 仕事 の 目標 は 常 に

未来 の た め に あ る か らで あ る。

　受身の ，限定 され た 考 え方 か ら技術者 と し て，歴 史 に責

任を持 つ 自覚を教師は 学生 に 伝 え ね ば な らない し，大衆の

た め の 技術 や 学問 を持つ こ と は ，真 の 意味で 技術者の 地位

の 向上 で あろ う。も し教育者 の こ の よ うな 自己変革が 求 め

られ な い ならば ， か つ て指摘 され た 大学 の 荒廃 は 過 去 の 物

語 り と な る こ と は な く， 教師は依然 と し て 大学をお お う便

宜主義 の 中 に 自己 の 身 を隠す こ と に な ろ う。

5．　 時の しるし

　 さ て ，発 生 した 公 害 の 調査班 は 中立 の 立場 の 人々 に よ っ
・

て 構成され る。そ の 限 りで は
一

見 し て 公平 の よ うに見 え る 。．

し か し果た して 現実は どうで あ ろ うか。い わ ゆ る加害者側

は 多くの 場合何 が し か の 力を持 っ て い る の に対 し て ， 被害

者側 は 偶然 に よ る 集合体 で あ り無力 の 立 場が一般 で あ る。

ま た ， 調査班 に 指名され る 学識経験者 らは 加害者側とは平

常 か ら話 し 会え る 立場 に あ るが不特定 の 被害者 とは 交 わ る

機会 は 少な い 。こ の こ とは 調 査 の 前提 に存在す る条件で あ

り ， 判定の 不公 正 さを生 じ やす い 情況 とな る 。 時 と し て 公

害 問題 の 対策が第三 者か ら見て 納得 し がた い もの とな る の

は こ うい う条件 も あ つ か っ て い る の で は な い か 。 公 害判定

の むずか し さ で あ る 。 振 り返 っ て人 間の 母胎で あ る土 を対

象と し土 と取 り組 ん で い る わ れ わ れ は，誰 よ りも土 の 鼓動

を感 じ得 る立 揚 に あ る 。
こ の 土 へ の 愛 が よ りす ぐれ た新 し

い 土質工学を発展 させ る で あ ろ う。
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