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随 想

イ ギ リ ス で 災 害 に つ い て 考 え た こ と

京都大学 防災研究所　　奥　　西　　一　　夫

t は じ め に

　私 は 昭和61年 12月か ら英国 に 8 ケ 月 ， ア メ リ カ

に 2 ケ 月 ，文部省在外研究員 と し て 滞在 し，日頃

の 忙 しさか ら解放 され て ，少 しの ん び りで きた の

で ，その 時 に 考 え た こ とを書 い て見た い 。在外研

究の テ ー
マ は実験地形 学の 進 め か た に つ い て で あ

っ た が ， 商売柄 ， 災害 ， 特 に 山地災害 に 関連 し て ，

い ろ い ろ な実験地を訪問 し，デ ー
タを借 りて ，若

干 の 解析を お こ な っ た りした 。 ア メ リ カ で は 海岸

山脈や カ ス ケ
ー

ド山脈 を中心 に あち こ ちを見 て ま

わ っ た が ， 災害 に 関し て は 日本の それ とあ ま り変

わ っ た 印象 は 受 け なか っ た 。 しか し ， イ ギ リス の

災害事情は 日本 と大変違 っ て い て 驚 い た 。

　イ ギ リス に 出発 す る前に ， イ ギ リ ス に は 災害は

あ る の か と ， 多く の 人 か ら聞 か れ た 。 自分 で もそ

うい うこ とを感 じ て い た の で ， イ ギ リ ス の 自然災

害 を研究 しに 行 く とは 決し て 言わ な か っ た 。 しか

し， イ ギ リ ス に も災害 は 多 か っ た し ，そ れ 以 上 に

災害 に 関す る 基本的な認識に つ い て ， 考え させ ら

れ る こ とが 多か っ tt 。

2． 災害の 認識 に つ い て

　災害 は社会的 な 現象で あ る 。 ま た社会条件 の 変

化 に 伴 っ て 災害 の 起 こ りか た は 変化 （進化 ）し て

行 く 。 こ の こ とは頭 で は 充分理解 して い た筈で あ

っ た 。 し か し ， 自然条件 と社会条件 が か な り異な

る国 で 生活 して 見 る と ， 災害 とい うもの の 認識が

まるで 違 う こ と を 実感 し て 強 い シ ョ ッ ク を受け た 。

私の 滞在中 に イ ギ リス で 起 き た 二 つ の 大 きな災害

は 1987年 1月の 寒波 と同年 4 月 の オ ラ ン ダ沖で の

フ ェ リ
ー

転覆事故で あ っ た 。 前者は ， あ ま り気温

が 下 が らな か っ た 地方 で む し ろ大 きな被害が で た

こ とに っ い て議論し た い こ と もあ るが ， 日本 の 豪

雪 災害 に も似 た よ うな 側 面 が あ り ， そ の こ とに つ

い て は わが国 で もす で に議論 され て い る の で ， こ

こ で は 割愛す る 。 後者 に っ い て は ， 「日 本 で は こ

ん な もの は 災害 と は 呼 ば な い 」 と周 りの 人 に議論

を吹 っ 掛 けて み た が ， 「日本 に は 火 山や 地震 が 多

い か らね」 とか わ され て ， 議論は 噛み 合わ ず ， あ

と で ひ と りで 考え た 。 こ の 「事故」 は フ
ェ リーの

車両ゲ ートを開 け た まま出航 して ， 急 カ
ー

ブ を切

っ た た め に 海水が 入 っ て 転覆 （私 は 荷 くず れ の 可

能性も大 きい と思 う ）し た とい う もの で ， 自然災

窖的な 要因 は ま っ た くな い 。だ か ら， ど う考えて

もそれ は 自然災害で は あ り得な い 。し か し ， 日常

的 な Disaster を い ろ い ろ見聞す る うち ， こ の フ

ェ リー
事故 は や は り災害 で あ る と思 うよ うに な っ

て し ま っ た。

　 わ れ わ れ 日本人 は ， 自然 的 ， 人為 的 な諸現象 を

原 因別 に 分類 し ， その つ ぎに それ ぞれ の 現象が引

き起 こ す社会的な問題 を考え て ， こ れ は 災害 で あ

る とか ， な い とか を判断す る癖があ るよ うで ある 。

だか ら， 研究者 も， 災害の原因 と な っ た 現象 に つ

い て は 議 論 して も， 災害そ の もの に つ い て は 議論

しな い こ とが しば し ばあ る 。 そ し て ， 「山崩れ と

い う災害 は
……」 とい うよ うな表現が まか り通 っ

た りす る 。 こ れ は もち ろ ん ， 「山崩れ に よ る災害」

とか ， 「災害の 原因 と し て の 山崩れ 」 の 省略形 で

あ る が ，こ うい う言葉 を交わ して い る うち に ， 山

崩れ イ コ ール 災害 とい うよ うな 感覚 に な っ て し ま

うの で は な い だ ろ うか 。イ ギ リ ス 人 は 災害 の 原 因

を考え る前に被害 に つ い て 十分議論 をす る 。 もち

ろん災害 は 祉会 的現象 で あ る とい う認識 は 我 々 と

共通 だ か ら ， 個 人的被 害は 災害に は 入 れ な い （日

常会話 で は Disaster とい う言葉 は か な り茶化 し

k よ うな 意味で 使わ れ る 。た とえ ば 幼 児 が 茶 碗 を

ひ っ くり返 す と Disaster で あ る。但 し大人が ひ

っ く り返 し た時は 責任 の 所在が明確 だか ら，そ う
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は 言わ な い ）。 イ ギ リス で は 保険 が 発達 し て お り ，

くだ ん の フ ェ リー事故の時 も多額の 保険金 が 支払

わ れ た よ う で あ る 。 保険 は 災害の 経済 的な 側 面 の

多 くを個 人的に 解決 し得 る もの に した が ， 人命の

損失や 生 き残 っ た 人達 の 精神的苦痛 を直接的 に 解

決す る こ とは で きな い 。 その よ うな被害 が社会 的

に 問題 に すべ き レ ベ ル で あ る時 ， イ ギ リ ス 人 は こ

の事態 を 災害 と呼ぶ よ うで あ る 。

　人命 の 尊重 と い うこ とは ， ど こ の 国で も重要視

され る事柄 で あ るが ，現実 の 社会活 動 に お い て ，

そ の こ とに どれ だ け の エ ネル ギ ー
とお 金 を か け る

こ とが で き る か とい う こ とに な る と，国情の 違い

が か な り露骨 に 出 て く る 。 極端 な 例を挙げ る と ，

飢餓 に 苦 し ん で い る ア フ リ カ諸国 で は ，水害や 地

震 ・火山災害に 対 し て 社会的な 対策 をお こ な うこ

とは 困難 で あ る 。 また今 日の 食糧 をなん とか する

た め に ，明 日の 土地荒廃 を確実に もた らす よ うな

過 放牧 を も黙認せ ざる を得 な い 。 逆 に ， 豊か な社

会ほ ど ， 入命の 保全 に対 し て細か な配慮を す る こ

とが で きる 。だ か ら イ ギ リ ス で は 我々 が た い し た

こ とで は な い と思 うよ うな こ と を災害だ と言 っ て

大騒 ぎす る こ とが時 々 あ る 。 逆 に ，自分 の 安全 は

自分で 確保 しろ と言 わんばか りに ， 不親切 に 感 じ

る こ ともあ る 。

3．災害対策に つ い て

　イ ギ リス 人の 自然観 に つ い て ， ま だ完全 に 理 解

す る に は 至 っ て い な い が ，彼等 が 自然 を 大事 に す

る こ とは 想像以上 で あ っ た 。 日本 の 自然破壊 の す

さ ま じ さ を 振 り返 っ て ， あ ま りに も恥ず か し か っ

た の で ， イ ギ リ ス の 人 と は そ の 点に つ い て ほ とん

ど 議論を し な か っ た が ， 生 き る た め に 自然 を 改変

・破壊す る こ と と ， 望 ま しい 環境 をま もる た め に ，

自然 を保護す る こ との 間 に は イ ギ リ ス で も深 刻な

相剋 が あ る よ うで あ る 。 だ か ら ， 何 らか の 開発計

画が 持 ち上 が る と必ず大騒 ぎ に な る。エ ク セ タ ー

近 郊 の 高速道路 の そ ば に は 石碑が建 っ て い て ，

「環境庁 の 某 と国会議員 の 某 は 高速道路 を通 す た

め に ， 美 し い 村 を ひ とつ 破壊 し た 。 我々 は そ れ を

阻止 出来な か っ た が ， 次 の 世代の 人達 は こ ん な 馬

鹿 な こ とは しな い で ほ し い 」 と激 しい 調子 で 記 さ

れ て い る。 こ の よ う に ， 開 発 側 と 自然 保護派 の 間

奥 西 ：イ ギ IJ ス で 災害 に つ い て 考 え た こ と

の 対立 は か な り激 し く ， 流 血事件 さ え も起 こ る が ，

卑怯な こ とを決 し て し な い点が 日本 と大違い で あ

る 。 公 共用地 の 利用 に 関 し て は ，こ こ まで し な く

て もと思 え るほ ど ， 自然が大事 に され る 。 土地 に

不 自由し て い な い と言 うこ ともあ る が ， や は り自

然観が違 う。 自然 の 中 で の リ ク レ
ー

シ ョ ン の 楽 し

み か た も ま る で 違 う。

　 こ うい う自然観の違 い は ， 当然災害対策の 考え

か た に も現れ て く る 。 日 本人は美 しい 自然だ け を

保護 しよ うとす るが ， イ ギ リ ス 人 は 人間 に と っ て

不都合 で あ っ て も自然 は 大事 で あ る と考 え る 。 だ

か ら ， よ ほ ど せ っ ぱ詰ま ら な い と防災工 事の類は

や らな い 。もちろ ん ，利害は 人に よ っ て 違 うか ら

論争は よ く起 こ る 。 しか し ， 社会全体 と し て は 防

災工 事 に は 驚 く ほ ど消極的で あ る 。 し た が っ て ，

災害対策 は 危な い 所 に 行か な い ，危 な い 所 に 住 ま

な い と言 うこ とに 尽 きる 。 そ うい う こ とは 基本 的

に は 各自が 判断す べ き こ とで あ る が ， 正 し い 情報

を住民 に提供す る こ と と ， 安全教育を お こ な うこ

とは行政の 責任で あ る 。 皮相 的に 見 る と ， イ ギ リ

ス 人 は ち ょ っ とし た こ とで も災害だ災害だ と大騒

ぎす る が ， 騒 ぐ だ け で 何 もし な い よ うに も見 え る 。

自然条件 があま リシ ビ ア で な い か らそれ で 済む と

い う側面 もあ る が ， そ れ ぞ れ が 自分勝手な こ と を

言 い 合 っ て い る 内 に だ ん だ ん と問 題 の 本質が 見 え

て く る 。こ う い う形 で 間題 を 処 理 して ゆ くの が イ

ギ リ ス 流 とい う もの か も知れ な い 。

　 こ の よ うな 自然観 ，災害対策観 は 必 ず し も昔 か

ら確立 され て い た よ うに は 思 え な い 。 産業革命 の

頃 は ， か な り安全 性 を 欠 く 土 地 利 用 も お こ な わ れ ，

その 影響が今 も尾 を引い て い る 事例 もあ る 。 小河

川 の 氾濫 は 日本 よ り頻繁 に 起 こ っ て い る の で は な

い か と思 うが ， 河川 沿 い の 低地 は 普通 は 牧場に 利

用 され て い る の で ， 氾濫 は 災害 に な らな い 。 し か

し ， 場所 に よ っ て は そ うい う低地 に住宅 や 工 場が

建 っ て い た りす る 。 ま た ，地方道 は 昔 の まま で ，

河川 が氾 濫す る とた ちま ち冠水 し ， 交通 止 め とな

る。も っ と もイ ギ リ ス 人の 大 多数 は 1 年に何回 か

の 交通 止 め や 毎 日の 渋滞の こ とを ぼ や きつ つ も ，

そ れ よ りも石橋の あ る狭 い 田舎道 の 風 情 を 大事 に

し て い る よ うで あ る 。

　 前節 で 人命尊 重 の こ と を 書 い た が ， イ ギ リ ス 人
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と 日本 人 で は 人命尊重 の 考 えか た に 微 妙な差が あ

る 。 海外雄飛 の 時代は と っ くに 過 ぎ た とは 言 え，

イ ギ リ ス 人の 冒険好 き は お そ ら く今 も変わ っ て い

な い 。 無知 の た め に命 を 落 とす こ と と，意義 の あ

る冒険 をす る こ とは 別 で ある こ とを皆が知 っ て い

る か ら，人 々 に 災害 の 危 険 を教 え る 場合 も， 情報

を詳 し く提供す る が ， あ あ し ろ とか ， こ うし て は

い け な い とか は決 し て 言 わ な い 。イ ギ リ ス に は海

岸地すべ りが 多く ， イ ギ リ ス 人の 大好 きな 散歩道

が壊れ る こ とが 最大の 災害で あ る が ， 本当に 危な

くな るま で は 立 ち入 り禁止 に は せ ず ， 詳 しい 情報

を記 した 立札が建 て られ る 。 こ うい うの を見る と

イ ギ リ ス は や は り大人 の 国 だ な と感 じ る 。 100年

ほ ど前 に イ ギ リ ス で 起 きた 自然 災害 や 公害 の レ ポ

ー
トを読む と ， 技術的な 内容は さ す が に 古臭 く感

じ る が ， 社会的な 側面 ， 特 に 被害者 と責任者 の 間

の や りとりの 様子 など は ，今 の 日本 とあ ま りに も

似 て い て 驚 く 。 や は り日本は 社 会的 に は まだ 100

年遅 れ て い るの だ ろ うか 。

4．あ と が き

　余談で あ る が ， natural 　 disaster とい う言葉

は
一

般 の 人 に は 奇異 な 言 葉 に 聞 こ え る の で あ ろ う 。

研究者 ・技術者 と話 をす る 時 は natural 　 disaster

と言 っ て も全 く問題 は な い が ， 私 は うっ か り下宿

の 主人 に natural 　 disaster を研究 し て い る と言

っ て 失敗 し た 。 そ の 話 が た ち ま ち親戚 や御近 所に

ひ ろまり， だれかに 出会 うた びに natural 　 disaster

とい う言葉が入 っ た ジ ョ
ー

ク を言われ た か らで あ

る 。 思 うに ， disaster とい う言葉の 中に は何 か

uanatural と い うよ うな 意 味 あ い が 含ま れ て い る

よ うで ， 上記の 茶碗が ひ っ く り返 っ た ら disaster

だ とい うの も，こ の こ とに 関係し て い る よ うに 思

われ る 。

【編 集委員 か ら の お 願 い 】

　世界の 各国 ， あ るい は国内各地方で の い ろ い ろ

な時代 に お け る
“
災害観

”
あ る い は そ の 変 遷 に つ

い て ， 見聞 さ れ た こ と の ご 投 稿 をお 願 い し ま す 。

　また 「地 震 ，雷 ，火 事 ，お や じ 」に 何故洪水や

暴 風雨が 入 らな か っ た か ， ご 存知 の 方 は お教 え 下

さい
。
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