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　 こ れ まで 長年に わた っ て気象研究 と気象業務 に携わ

り、災害対応の 最前線 に も立 ち，さ ら に ，今 も，現役

と し て気象研究や 災害問題 に つ い て積極的に 発言 し て

い る 著者が ，東日本大震災を契機 と し て ，広 い 見地 か

ら災害 と災害対応 に つ い て の見解を ま と め た の が 本書

で あ る．

　 先ず，本書の 目次 を示 す．

第 1章　災害と災害対応

第 2 章 　凵 本 の 気象災害

第 3章　　士也象災害

第 4 章 人 為的 災 害 と地球 環 境 問 題

第 5 章　災 害 の 想定

第 6 章 災害 と情報

第 7 章　災害対応 に お け る 計画 とマ ニ ュ ア ル

第 8 章 ハ ザードマ ッ プ の 役割 と問題点

第 9 章　災害対応 に つ い て の 専 門的知識 と総合的良識

第10章　災害対応 に か か わ る意思決定 と「一匡1民的合意

む す び

　著者は ， 「は しが き」に お い て ， 従来 の 書物で は ，

災害 に 関連す る 自然現象そ の もの に つ い て の 説明 ・記

述 に重点が お か れ て い る が ，さ ら に 大切 な の は
“
総論

的な議論
”

で あ る と 考 え，第 5章以下 の 総論的 テ
ー

マ

に重点を 置 い て ま と め た，と述 べ て い る．

　第 1 章 か ら第 4章 まで の 内容 を簡単 に 紹介す る，第

1 章で は，災害の定義 （白然 災害 と人為的 災害 の 分

類 ） か ら始 め ，災害対応 の 内容 に つ い て 述 べ ，そ の 中

で，防災 とい う用語 の 英訳，さ ら に あ い ま い な 口本語

表現 の 問題点 に つ い て，貴重 な指摘を行 っ て い る．第

2章 と第 3 章 に お い て は ，気象 並 び に 地象 に 関す る災

害や，関連す る情報に つ い て コ ン パ ク トに ま と め られ

て お り，そ の 利用価値 は高 い ，第 4 章 で は，人災 を，

事故 と地球環境問題 に分け て，議諭を行 っ て い る．本

文 の 内容 は 興味深 い が，重大な事故 の 事例 と して 表 に

ま と め ら れて い る災害事例の 選択基準 が 明確 で な い よ
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うに 思 われ る．

　第 5章以下 が，本書の 中心的な部分 で あ る．第 5 章

で は，最近 よ くマ ス コ ミ 等 に 登場 す る，自然災害対応

に お ける 1想定」 と 「想定外」 の 問題が論 じられ て い

る．著者 は，自然災害対応 に 関 して は，「想 定」の範

囲 は，関係者 の
“

阿吽 の 呼吸
”

で 決 め られ て い る こ と

か ら，災害後 に その 適 ・不適や根拠 を問わ れ て も，個

人 ・組 織 と も論 理 的 に 明確 に 答 え られ な い の が 実情 で

あ る と し ， む しろ ， 問題 は ， 根拠が こ の程度にあい ま

い で あ る こ と，決定 の 真 の 責任所在 が 不 明確な こ と

が ， 当事者に も意識さ れ ず ， 公 的に 告知 され な い こ と

で あ る と 述 べ て い る．最小 限，「想 定外 も起 こ り う

る 1， 「想定外 に は充分 に 対応で き な い 」等 ， 明記 が 必

要 で あ る と して い る，

　第 6 章で は 災害対応に お け る情報 に 関連 して ，国並

び に 地域 で 策定 され て い る 「防 災計画」 の 問題 点が指

摘さ れ て い る，ま た，情報の 迅 速［生 と正 確性 の 課題 が

分析 され て お り，非常時 に お け る 現実を無視 した
“
無

謬性
”

を 追求 す る 社 会 的風潮 に つ い て ，警 告 し て い

る．さ ら に，研究成果を災害対応策に取 り入 れ る際の

審議会等 の 問題点，成果 を社会 に 還元 す る 際 の 研究者

サ イ ドの課題等が指摘さ れ て い る．こ の章で は ， 新た

な 切 り 口 と して ，1

一
災害対応 と 観測」 に つ い て 論 じ て

い る．著 者は ， 「観 測 ・観測 的研究 の も た らす 「人類

の知的財産を充実一1 と 「短期的 に 見た実利 ・実益」 と

の 差異に つ い て研究者が 正確に説明 し，社会に 理解さ

れ な けれ ば，観測 の 長期 的充実 は あ りえな い ．…
（中

略）…研 究者 は 期待 さ れ る研 究成果，情報 に つ い て 社

会 に 報 告 す る に と ど ま ら ず，そ の 実用的 限界 を説 明

し，情報活 用 の 方策 に つ い て も具体的 に 提案 し な け れ

ばな らな い ．… （後 略）』 と述 べ て い る．長期的な観

測 の 維持 ・継続 に 多 くの 困難が 認 め ら れ て い る 現状 に

対す る貴重 な意 見で あ る．

　第 7 章 で は，災害対応 に お け る計画 と マ ニ ュ ア ル の

課題 に つ い て分析 し て い る．著者 は こ の 中で ，

“
完全

無謬主義
”

の 問題点 を指摘 し，「「不 可能 の 最善 」を追

求せ ず ，
口∫能な 次善 ，

三 善 の 対 応を よ し と す る 国家

的，社会的 な コ ン セ ン サ ス の 形成 が 何 よ りも必 要 で あ

る．1 と し て い る．そ し て ，

；
災 害 対 応 の 計 画書 ・マ

ニ ュ アル に は，予期 され る災害 の グ レ ード と， 想定し

た 対応範囲 を分 離し て 記載す る と 同時 に ，「想定 外」

の 現象 ・災害 の グ レ
ー

ドと，不可能 な対応 も併せ て 記

載す べ きで あ る．』 と し て い る．

　第 8章で は，ハ ザードマ ッ プ の役割 と問題点が分析
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さ れ て お り，こ の 中 で 著者 は，「ハ ザ ードマ ッ プ は想

定危険域 ・想定被害域 を示 す 図で あ ！〕，絶対安 全域 を

示す もの で は な い こ と を充分 に 理 解し て ほ し い ．1 と

述 べ て い る．

　第 9 章 で は，災害対応 に 必要な知識 ・知見 が 蓄積さ

れ て い る が，充分 に活 用 さ れ て い な い 背景 が 分析 さ れ

て い る．著者 は，専 門的知識 と研究 の 限界が あ り，専

門研 究者 の 見 解 を 基本 的 に は尊重 し参考 に す べ き だ

が ， 災害対応 の詳細な具体的事項 に つ い て まで 研究者

に 求 め る の は，そ も そ も無理 で あ る と し て い る．ま

た ， 標題 に現 れ る 「総合的良識 」と い う，あまり聞 き

な れ な い 言葉 は ．災害対応 に 関係す る複数の 専門分野

に また が る鳥瞰的な良識と して と して 著者は捉 えて お

り，災害対応 が適切 に な さ れ る た め に は，専門分野 か

ら の 見解を聞 く に 留ま らず， 縦割 り社会 を超 え た良識

を くみ ヒげる こ とが大切 で ある と して い る．さ らに，

著者 は，災害対応 の 議論に お い て は，現 実的 ・具 体的

な考察 が重要 で あ る と し，特 に メ デ ィ アの 責任等 に 関

し て，厳 し い 指摘を 行 っ て い る．一一一
読 に 値 す る部分 で

あ る．

　第1〔〕章 に お い て は，災害対応 に お け る意怨決定過程

と責任の 問題 に つ い て 述 べ て お り，災害対応 と想定 に

関す る 防災計画等の 改善点，災害対応 に お け る 責任 の

所在 ， 災害対応 に関す る 意思決定 に か か わ る責任，司

法 の 責任，国民的合意と国民 の責任等に つ い て鋭い 分

析 を行 っ て い る．特に 国民的合意 の 形成過程 に つ い

て ，その 問題点 が 述 べ られ て い る．傾聴 に 値す る個所

で あ る．

　今回 の 東凵本大震災，特に，福島原子 力発電所 の 事

故 に 関 し て ，そ の 無責任体制 に 唖 然 と し て い る の は，
一

人評者の み で は な い で あ ろ う、政治学者丸 山真男 は

「軍 国支配者 の 精神形態 1 に お い て ，我 が 国 の シ ス テ

ム に存在す る，1既成事実 へ の屈伏」と 「権限 へ の 逃

避 一1 と い う 2 つ の 傾向 を指摘 し，「無責任 の 体系」 と

い う工 トス が 埋 め 込 まれ て い る と述べ て い る．寺田寅

彦 も，「災難雑考」に お い て，「誤 っ た 責任観念か ら

色 々 の 災難事故 の 真囚 が 抹殺 さ れ，その お か げ で 表面

上 の 責任者 は 出 な い 代わ り に，…」 と 述 べ て い る．
“
責任 の 所在

”
は，永遠 の 課題 で あ る．

　全体を読 ん で の 印象 は，非常 に豊富 で 示唆 に 富 ん だ

内容 で あ る．ま た，各所 に み られ る ［コ ラ ム 」 の 内容

も非常に 興味深 い もの で あ る．しか し，ペ ージ数 の 制

約 か らか ，もう
一

歩踏 み 込 ん だ，あ る い は 詳細 な 議論

が ほ し か っ た と こ ろ も随所 に み られ る．今後 　より詳

細 な検討 を行 っ た続編 の 発刊 に 期待 し た い ．

　読者 の 中に は，今後 ， 防 災計画等の 見直 し に関係 さ

れ る 方 もお ら れ る か と 推測 す る が ，そ の よ う な 際 に

は，ぜ ひ本書の内容等を 思 い 出し ， 計 画 の修正等に 反

映 さ せ て 頂 けれ ば と思 う．

　座右 に 置 い て，災害対応に つ い て話題 に な っ た り ，

メ デ ィ アに 登場 した と きに ．報道等 と併せ て読む と，

災害対応の 実態が よ り一層深 く理 解で き る も の と思 わ

れ る．

　 是非，
一

読 さ れ る こ と を お 勧 め す る．

　　　　　　 　　　（（財 ）口本気象協会　藤谷徳之助）

訃 報

（社） 日本気象学会理 事会

　金光正郎会員 に お か れ ま し て は， 8 月 17日 に 67歳で

逝 去 さ れ ま し た．

　金光 会 貝 は，1983年度 に 「熱帯域 に お け る東西循

環
・
準 定常超長波 の 実態解明 と 熱帯域 数値 予報 の 試

み 」の 業績 に よりH木気象学会賞 を受賞 さ れ る 等，気

象学 の 発展 に 大 き く寄 与さ れ ま した．

　（社） 日本気象学会 理事会 は，こ こ に 故 人 の ご功績

を 偲 び，心 か ら ご冥福を お祈 り申し上 げ ま す．
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