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2．い ま，なぜ 災害社会史か ？

北原　糸子
’

　 2．1　 は じめ に

　災害社会史を標榜 して す で に 15 年が経 と う と

し て い る 。 社会史 な る用語は こ の 間普及をみ た が，

災害社会史はそれ ほどの 定着をみ なか っ た 。 し か

し，阪神大震災で
， 既存の 災害研究全体が．水害 ，

戦災な ど の 大災害を経て わが国で も有数 の 発展 を

遂 げた大都市神戸を中心に，こ れ ほ ど の 大 きな犠

牲 を払わ さ れ る こ と に な っ た 点 に
， 学 と して の 有

効性や研究の社会的有用性 に 深 い 反省がなされ た 。

そ の 成果は徐 々 に 明 らか に な る と期待 され る 。 そ

こで ，災害社会史は こ の 震災 を き っ か け に な に を

どう研究す る こ と が 研究の社会的還元 に 繋が る の

か を考 えて お く必要があ る と考え た 。

　本稿 で は ， 歴史的資料に基づ い た災害 研究 の 現

状を踏 まえ，過去の 災害を研究す る こ と が 現在 に

’
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もた らす意味を具体的に 明 らか に す る こ と に した

い o

　まず ， こ れ まで の災害史研究 の 現 状 を簡単 に見

て お く こ とに する 。 た だ し，こ こ で は，災害 を 自

然の外力に よ っ て発生 した災害 に限定す る 。

　
一

言で い え ば
， わ が国 の 自然災害 に 関する 資料

は歴史的に 見 て も，また ， そ こ に込め られ た情報

量 か らみ て ももきわ め て 豊富なもの が あ る と い う

こ とで ある。 第
一

に 自然災害そ の もの の 発生頻度

が相対的に高 い か ら，当然の 事 なが ら，それ を記

述す る文献 あ る い は歴 史 的痕跡 も豊富 で あ る 。

こ うした 記録や資料に 基 づ い て，災害 に つ い て 思

考す る 伝統 もまた長 い 歴史を持 っ て い た 。 歴史時

代だ け に 限定 して み て も，少な くと も一世紀以 上

に 及 ぶ 災害 の 記述 を持っ 国は ， 世界的 に も稀な 部

類 に 属す る。こ うした 記録 が低頻度 の 巨大災 害発

生へ の 予測に寄与 して きた こ と は，こ こ で 指摘 す

る まで もな い
。 た とえ ば，歴史地震研究あ る い は ，

古地震研究 と呼ばれて きた分野 で の
一

連 の 研究は，

地球科学分野で の 最新 の 成果に 基 づ い て 歴史的文

献デ ータ を解析 し，今後発生 の 可能性 の あ る 災害

へ の 予測 を立 て よ うと して い る こ とな どで ある
＊ ＊

。

しか し，こ こ で は，そ う し た災害 の 理 学 的研究が

持っ 方法 とは 異な る社会史の領域 に っ い て 述 べ る。

な お，以下で は ， 記録類を 含め た 災 害関係 の 資史

料を単 に資料と い う表現 に 代表させ る こ とに す る 。

　2．2　災害社会史の 研 究領域

　で は，なぜ，災害社会史 は過去 に こ だ わ る の か

を ま ず説明 して お きた い
。 自然災害は そ の 発生 に

お い て ，一定 の 地域性を持 ち，ま た，地球規模 の

時間軸 に お い て繰 り返 し発生す るとい う災害特性

を持 っ て い る 。 当該地域に歴史時代 に 人 々 の 生活

が展開され た痕跡の あ る地域で は，記録 に残 さ れ

て い る か ど う か を 別 に して も， 災害対応 の 蓄積 さ

れた歴史 を持 っ て い る と考え られ る。 もち ろ ん ，

”
　石橋克 彦 （1987）に お い て，1980 年 代の 研究総括 が 行 わ

　 れ て い る。ま た，1998年 7 月 1 − 2 日，東 京 大学 地 震研

　 究所共 同利用 シ ン ポ ジ ウム 「地震現象 の 解 明 と震災 軽減
　 の た め の 史料地 震学 の 役割」 が 開か れ，現段 階で の 研 究

　 上の 問題点が 討 議 さ れ た。そ の 成 果 の 一
部は，主 催者 の

　 都司 ら （1998）に よ っ て ，1990年代 の 総括 と今後 の 研 究
　 方 向が 示 されて い る。
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こ の 場合，災害に よ っ て
一村が絶え て しま っ た と

い う場合 もそれ 自体が また蓄積さ れ た歴史 と い っ

て よ い だ ろ う。
こ う し た地域ご と の 災害対応 の 歴

史的蓄積が ， 社会的 に継承 され て い る場合は ， 災

害文化 と表現する に相応 しい もの で あ る と考え ら

れ る
＊ ’ ＊

e しか し，そ れぞれ の 地域がそ う した価値

を必 ず しも自覚的に継承 して きて い るとは限 らな

い し， 現在， 社会的変貌の 激 しい 地 域で は そ れ ら

を継承すべ き人 々 が追い 込 まれ た激 しい 変化 の た

め に ， 継承すべ き社会的価値観す ら見失わ れ て し

ま っ た地域 も少な くな い 。もちろん ，こ の こ と は，

災害文化に限 っ た こ とで はな い
。

　ま た，社会的変貌 とい うや や外 在的，他律的な

領域の問題で は な くと も， 災害伝承 は親子 三 代 を

経過す る な か で ，確実に そ の リア リテ ィ
ーが 失わ

れ，伝説ある い は神話化 して しま うか ， 伝承 され

なくなる とい われ て い る。 こ の 場合 ， 前者 の 激 し

い 社会的変化とは，一世紀以上 に 及ぶ 近代 日本 の

歩み を指 し， 後者は ， そう した問題の 根底を支え

る世代間の 価値観継承の 問題 で あ る。

　 しか し，こ うした，まだ，い わ ばわ た したちの

手 に 届 く範囲 の時期に発生 した災害を問題 に す る

場合は，大きな文化的断絶 はな い か ら，災害の 復

興過程 の 遡及 は まだ し も容易 い と い え よ う。 しか

し，災害は
一地域を問題 と した場合，必 ず しもわ

た したち の 理解可能な範囲に とどま っ て は い ない 。

近代を遥か に 超 えた時期に 発生する例も しば しば

で あ る 。
こ うした場合は土地 に刻 まれた災害 の 痕

跡は もち ろ ん ， 人々 の 記憶 も風化す る 。 過去 に 深

い 思 い を持 っ て 記録 された資料 の 類 も散逸 して い

くとい っ た状況に あ る場合が多 い 。

　 こ れ に 対 して は，こ れ ま で の 災害 の 理学研究が

明 らか に した成果の 上 に ， 地震や津 波 に遭遇 し た

可能性 が あ る と い っ た あ る 種 の 確か らしさを核 に

調査を進め，関連 の 資料を発掘す る場合 もあ り う

る 。 ま た ， 残さ れ た 断片的 な 資料 か ら，災害 に 遭

騨零
災害 文化 とい う用語 は，こ の 概念が ア メ リカ の 災害研 究

　 か らそ う導入 さ れ て 10年以上 を経 て い る が，一般 的 な

　 定 着 はみ て い な い 。しか し，こ う した 概 念 を 導入 し て ．
　 災害 に対す る社会 的対応 の 地域 ご と の 伝統 を探 ろ う と し

　 た 共同研究 の 成果 が 公 に され て い る （『災 害 多発 地帯 の

　 「災害文化」に関 する研究』〉

遇 した当時の社会を再現す る可能性もな くはな い 。

こ うしたケ
ー

ス も災害社会史 の 対象 とな り う る 。

特 に ，近代化日本 の 歴史 に 倍す る長 さを持 つ 近 世

社会 は ， 全国的規模で い うな ら ば，開発 と災害 の

歴史 の 繰 り 返 しで あ っ た 。 こ う した時代 は，そ れ

まで の未耕地を開墾 し，人間 の 生活 の 基盤が 空前

の 規模 で 繰り広げ られ た時代で あ っ た 。 そ れ 以 前

で あ っ た な ら，災害に 遭 う恐れが ある と して 開発

が及 ば な か っ た地域に まで ， 人々 の 生 活範囲が広

げ られた 。 家族を単位 とする労働組織 は農業 の 生

産性を高め，17 世紀 は稀 に 見 る人口爆発を成 し遂

げた 。 日本 の 近世農村 は こ う した 歴 史条 件の 上 に

そ の 基 礎が固あ られた 。 しか し，ま た ， 災害に見

舞わ れ る危険性 もまた高ま っ た 時代 で あ った と い

うこ とが で き る Q

　封建体制の こ の 時代は ， 明治国 家 と い う唯一の

政府 の 統治下 に あ る中央集 権 の 時代 と は 異 な り，

統治 の ため の 記録を維持管理す る体制 も各藩に お

い て 区々 で あ っ た 。 そ れ が ま た，近代 へ の 体制転

換の 際の 混乱 に よ っ て 記録が散逸 して し ま っ た と

こ ろ も少な くはな い
。 しか し，また，こ の 時代は

村全体 の 連帯責 任体制 を建前 に 幕藩体制が 築か れ

た。 わか りやす くい えば，村内部 の 問題 は村 の 自

治の 領域に あ る 程度任 され，少数 の 識字能力の あ

る人が村の政治を管理す る結果に な っ た 。 こ う し

た人々 が村 の 生産や租税 の 管理を記録 に す る 必要

に 迫 られ，ま た，自己 の 体験を文字 に 残 す場合が

少な くはな か っ た 。 また ， 近世 の 後半期 に は 人 々

の 識字能力 は高まり，読み書 き能力 は 広範な社会

階層 に 広ま っ たか ら，自己の珍 しい体験や見聞記

を残す人たち も予想外 に 増 え た 。

　 藩政上 の 記録 も重要な情報源だが ， 災害の社会

史が被災後 の 人 々 の 具体的な動き に っ い て 情報が

引き出せ る素材 として 頼り甲斐が あ る と思 っ て い

る の は，この 類 の 資料で あ る 。

　 そ こ で，と りあえ ず こ れ まで 述 べ た災害社会 史

を，1）研究対象，2）領域 ， 3）方法 ，
4）デ ータ，5）

目的，な どに わ た っ て ま とめ る と ， 以 下 の よ うに

なる。

　 1） 研究対象 は，過去に災害を受 けた地域 ，お

　　 よび人々 の生活再建の過程を対象とす る。
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　 2） こ こ で い う過去と は，広く歴史時代を 含で

　 　 い る 。

　 3） したが っ て ，分析方法は，当該歴史時代資

　　史料 の 解読技術，当該時代 に対す る
一

定 の 知

　　識 と 理解を前提す る 。

　 4） 分析 の 素材とな る デ ータ は文字化 さ れ た 記

　　録類 ， 遺跡， 伝承な ど過去 の 災害 の 痕跡を残

　　す あ らゆ る有形，無形の もの が デ
ータ と な り

　　 うる 。 した が っ て ， こ れ ら の デ ー
タを分析 す

　　る方法は
一

っ で は な く，そ れ らを 駆 使 して 明

　　ら か に し よ うと する学 の 目的 に規定 され る 。

　 5） で は，そ う した 過去 の 災害に お け る社会や

　　人々 の 在 りよ うを問題 として な に を明 らか に

　　す るの か とい え ば ， 災害か ら の さ まざま な被

　　害を克服 して 社会的復興 を 獲得 して き た 歴 史

　　過程を再現する こ とで ，現在の わ た した ち の

　　社会が そ こ か ら受 け 継 ぐべ き課題 が な に か を

　　引き出すた め で あ る 。

　以．上の 諸点か ら明 らか な ように，災害社会史 は

広 い 意味で ，防災に 寄与すべ き今 日 の 災 害科学 を

標榜する学問 と最終的 に は共 通 の 目的を持 っ と い

え る 。

　 2．3　近世 ・近代の 災害対応の 比較的考察

　 そ こ で ， 以下で は 主 と して ，筆者 の 専攻領域 に

属す近世 ・近代の 社会に お ける災害対応 に つ い て

簡単な比較を試み て ，こ の 二 っ の 時代 の 断絶 と連

続性を把握 して お く必要が あると考えた 。 筆 者 の

こ れ まで の 研究か ら近世社会 に お ける災 害対応 と

近代社会の そ れが基本的な点で 異 な ると思 われ る

諸点を次ぎ の 5 項 に わ た っ て 表 2−1 に 示 した 。
1）

社会的損失 （人的被害を除 く），2）救済対策，3）

情報媒体，4）災害対策，5）復興過程で あ る 。

　た だ し，災害対応は，既存 の 体制下で の 社会的

対応で あるか ら，まず ， 災害被災以前の 社会体制

の 特徴 を摘記 し，そ の 上 で 災害を 受け た 時 の あ り

方を特記 した 。 表 2−1 に 即 して 説明 した い 。 た だ

し，5）の 復興過程 は 表 に 表 して い な い
。

　（1）社会的損失 （人的損失 を除 く）

　近世社会は，近代社会 に 比 べ れ ば，社会資本 の

投資は ， きわめて 低い 。 社会効率を考 え て の 社会

11

表 2−1　 日 本に お け る 近世 ・近代 の 災害対応 に 関 す

　 　　 る比較

社会体制 災害時

項目・時代 近世 近代 近世 近代

社会的損失噛 低祉会投資 高 会投資 低い 高い

救済対策
相互救済．
領主の救済

法に準拠 区々 均
一
的

情報媒体 封建的統制 自由な報道 無許可出版 多種の媒体

災害対策 自然回復 人為 的工夫 自然回復 近代蔑術の荊堋
＊人的被害は除 く

投資 とい う発想 は な く，江戸初期の 都市建設 期 に

お い て も， 幕府が封建的強制を以 っ て 諸大名 の 財

力削減策と して 手伝普請 と称 され る大規 模工 事を

執行 した 。 幕府中期 の 大火，地 震な ど に よ る城郭

石垣 の 破損修復 も基本的 に は こ うした封建的強制

に よ っ て 幕府自身に よ っ て で は な く，諸大名 に よ

る手伝普請で修復工 事を賄 い，幕府 の 執政府で あ

る江戸 城が維持 された。 また，今 口い うと こ ろ の

一
級河川に相当する流域面積が幕藩体制 下 に お い

て 何 ケ 国に わ た る大河川 は，幕府 の 指 名 す る 大 名

に よ る手伝普請に よ っ て，河川補 修工事 が行われ

た 。 そ の実態は，お 金手伝 い と称 され る費用 の み

を負担，実際の 工事は幕府指定 の 請負人 に よ る 工

事が行わ れ て い た が，い ずれ に して も，幕府 は重

い負担を自ら負う こ とはな く，社会的基 盤材 を維

持 させ た 。 こ うした体制か ら，い わ ば，近代技術

導入 に 基 づ く新 しい体制下で の 大規模な 近代工事

施行 へ の転換は，技術者 の 供給，素材 の 不足，資

金的展望 の 困難な ど を ク リア すれば ， 予想外 に ス

ム ーズな転換が図 ら れ た と推定 され る 。 しか し，

こ の 近代体制下で の 特徴 は，鉄 道，道路 ， 近代建

築に よ る省庁建設，官営工場な ど，す べ て が 国家

主導の先を急 ぐ大規模 投資に よ っ て 行わ れ た 。 し

た が っ て ，こ う した近 世 ・近 代の体制 の 違 い は，
一

旦災害 に 遭遇 した場合， 大きな違 い を生む こ と

に 成 る。 明らか に近代体制下 で の 投資 に 対 す る喪

失 は膨大 となり， そ う した喪失を補填す る た め の

復旧 ， 修復に は莫大な災害復旧 の た め の 再投資 の

た め の 資金 が必要とな る 。

　（2）救済対策

　前項の 災害復 旧 費 の 捻 出と は対照的 に ，近 世社

会お け る被災者救済費は ， 近代社会 の そ れ に 比べ

て ，考え られ て い るほ ど に は 低 く は な い 。 な ぜ な
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らば，封建官僚に支え られ運用され て い た政治体

制 に お い て ，領主の重要な役割 の
一

っ は ， 災害救

済など の チ ャ ン ス を捉え て，直接領主 の判断や施

政が示す こ と に あ り，また領主 自身が 直接領民 に

接す る機会 で もあ っ たか らで ある。

一般 に領民 に

と っ て は ， 領主や将軍 は，「公」を代表す る存在 で

あ り，そ う した 存在 こ そ が公正な倫理観 に 基づ く

政治を実現 して くれ るとい う期待感を持 っ て い た

（菊地，1994）。 都市で頻繁に発生 した火災な ど の

被災者救済に は，幕府直轄都市で は
一

定 の 基 準は

存在 したが，総 じて 画一的な救済 は な さ れ て い な

い 。富裕町人 に よ る施行 （せ ぎ ょ う）と呼ばれ る

自発的な施 しが圧倒的多数 の 恒産 の な い 「其 日稼

ぎ層」と呼ばれ る 都市住民 に 与え られ た 。ま た ，

江戸．大坂，京都の 三 都に 限 らず，そ の 他 の 城下

町都市で は ， こ う した借家層に災害復 1日の 仕事を

与え，日々 の 生業が持続す る こ とが都 市 の 安定 と

復興 に 繋が る か ら で あ っ た （北原 ，
1983

，
1995 ）。

　近代社会 に お ける災害救済は，法的基準 に 基 づ

く均
一な 救済で あり，地震 ， 津波 ， 噴火な ど突発

的自然災害の 多様な被害 に 対 して ，救済 に あ た る

現場 の 行政官が法的根拠を被害の 実態に 即 して 読

替え ， 現実 の 困難を切 り抜け る努 力 を して い る 。

　 しか し，近世 ・ 近代 い ずれ の 災害 に お い て も共

通す る社会現象と して ， 民間救済は きわ め て 盛 ん

で あ っ た 。 こ れ は ， 社会慣行 と して ，近 世で あれ

ば民 間 の 富裕層の 施行 ， 近代で は新聞に よる募 集

を き っ か け に広 く国民 の 間に一般化 した義捐金が

救済基準 の 低い官の救済を補完 した 。

　 （3）情報媒体

　 一
般 に近世社会で は，出版 は，届出制 に よ っ て

厳 しく管理 され て い たが，災害情報 に関 し て そ の

社会的必要性 の 故 に 無届 で 出版さ れ るか わ ら版類

が黙認され て い た 。 かわ ら版 の 発 生史 に お い て 災

害かわ ら版が占め る位置は大 きい こ と は，こ う し

た点を反映 して い る （北原，1994）。

　 もちろん
， 昨今 の 状況 と は異 な る 近代 当初 の 日

本 に お い て は，政府批判の言論に完全な自由があ っ

たわけで な い 。 しか し，災害情報 に関 して は 自由

な 取材と報道が な さ れ た 。 む し ろ ， 情報 の 伝 達手

段 の 未成熟が，等 し く国民が災害情報 を共有す る

状態 へ の 阻害要因と な っ た （北原 ，
1998 ）。

　（4） 災害対策

　災害原因に対する究明 ほど，近世 ・近代 と の 違

い を浮 き掘 りす る もの は な い 。当然な が ら，近代

社会に な っ て は じめ て 地震や噴火 に 対す る科 学 的

調査 ・ 研究体制が敷かれた 。 具体的な事例 と して
，

濃尾地震 の 際の 震災予防調査会成立 をあげ る こ と

が で きる 。 しか し， 幕末安政期 の 二 度 の 巨大災害

に よ る被害 の 大きさに，幕府は蕃書調所 の 翻訳方

を通 じて地震を未然に 防ぐ海外の最新研究の 翻訳

を命ず るな ど こ れ まで に な い 努力を し て い る 。 そ

れ ほ ど に こ の 巨大災害は封建為政者に も大 き な 衝

撃を与え た 。 しか し，

一
般社会 で はそ う した 情 報

に 接す る機会が与え られ て い たわけで はな い か ら，

災害原因を人倫の弛緩 に求め る とい う発想 に支配

さ れ て い た 。

　近代当初の 日本に お い て は ， 衝撃的な大災害が

1880 年代 に 相継 ぐ。 こ う し た災害へ の ］Jア ク シ ョ

ン とい うよ り，む し ろ，近代国家 と して の 陣容を

整え るた め の 諸制度，諸施設設置，整備過程に あ っ

たた め，直接的な 防災対策と い う よ り，教育体制

の確立 ， 観測機器の 敷設 な ど，基本的な 条件 の 整

備が行わ れ た 。 た だ，こ う した巨大災害が そ う し

た整備を加速化さ せ たとい え る か もしれな い 。

　 （5） 復興過程

　 上記 の （1）〜 （4）ま で は ， 災害に対す る緊急対

策 を近世 ・近代社会間で ど う違 うの かを比較 した 。

災害か ら の 生活回復 に は ， 長 い 道 の りが必要 で あ

る。 こ の 点 で の 二 っ の 社会間で違 い は ， 体制間 の

違 い と い うよ り，む しろ，都市 と農村 の 違 い の 方

が大 きい と観察され た 。 こ れ は，消費社会か ， 生

産社会か と い う違 い に 規定 さ れ る 問題 だ と思 わ れ

る 。 近世 ・近代間を通 じて ，農村に お い て は家 と

村の共同体に よ る規制が強 く作 用 し，災害 か らの

立 ち直 り に こ う した組織が 果 た す役割が 大 きか っ

た 。 近世都市 で は，近世社 会 に お い て 大半 の 借家

層 は義務 もな い か わ りに 権利もなか っ た 。 こ の 階

層 は，い まだ 「家」を 形成す る ま で に は 至 っ て い

な か っ た と い え る 。 む しろ都市で ，地 縁的結 合 に

よ る義務や権利を行使 した の は ，

一
定以上 の 資産

を持っ 経営体と して の 家 を確立 した 階層 で あ り，
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災害に あ っ た 場合 は，経営主 体 と して 「家」が，

番頭，丁稚な ど を 含 め，「家 」構成員 の 救済機関 と

して機能 した。しか し，総 じて ，人 口 の 流動性 の

高い都市，特 に 江戸 に お い て は ， わずか に残 され

て い る 「人別帳」など に み ら れ る都市借 家層 の 絶

え ざる出入 りか ら， こ の階層の住民 に は 強 い 帰 属

意識を持 っ よ う な地縁的共同体は
一

般的 に は 存在

しなか っ た と考え られる。

　 2．4　災害社会史 の有効性と 限界

　 さて，前項に お い て ， こ れ ま で の 自分 自身 の 研

究か ら，近世 ・近代 の 限 ら れ た時期 に 発 生 し た 災

害 を素材 に ， 災害と社会の関係性を み て きた。明

らか な こ と は t こ こ か ら現代社会 に 有用 な直接的

な回答を引き出せ る とい うもの で は な い と い う点

で あ る 。 で は，災害社会史 と い う領域 の 研究が現

代 に 生きる わ た した ち に どの よ う に役立 っ の か 。

　 こ れ に 対 して の 回答は 自らが設問 した と は い え，

簡単 に
一

言で答え られ る問題で は な い 。

　 す こ し， 迂 回 した回路で の 回答 を次 ぎ に 示 して

お くこ とに し た い o

　 上記 の 設問に関連 して ，阪神大震災 の 経験 を ど

う い う形で ， 震災体験を持た な い 人 々 に 伝え られ

る の か ， あ る い は，震災 を 通 し て そ の 困難を ど の

よ うに克服 し た の か を社会総体 の 知恵 と して 継承

す る に は，ど うす れ ば よ い の か と い う問題を提起

した社会学の 分野 の 研 究が あ る 。 そ れ に よ れ ば，

発生頻度が高 くな い 巨大災害は こ れを体験す る世

代は限 られ る か ら， そ こ で 災害を 生 き抜 い た人 々

の 知恵を社会的財産 として ，後世 に 伝え るため の

方法 を問お う と い う論文 で あ る （林 ・重）1LI998 ）。

被災体験を同時代の非体験者に対 して だけで な く，

後の 世代に伝え る た め の方法が確立 され れば ， そ

れ は防災 の た めの 文化，言 い 換えれ ば，災 害文化

の 継承とな る とい う発想で あ る。

　そ の た め に は，ま ず体験 した 事実 を と もか く生

の まま記録 して お く こ と だ とい う。 そ うす る こ と

で，後 の 世代の 人々 に，災害時 に お け る リ ア ル な

人間 ， あ る い は社会の実態が理解で きる こ と に な

る。

　で は ， これを実行する に はどうすればよ い の か 。
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こ こ で 歴史学 の 有用性 が 発揮 さ れ る 可能性 は あ る

だ ろう。 な ぜな ら， 歴史学 は過去 の歴史を現代 に

再現 して み せ る技 法を蓄積 し て き た 学問分 野 で あ

る。 わた したち歴史学徒に と っ て ，資料 が頼 りの

世界で は ， ま ず必要 と な る の が資料批判で あ る 。

う っ か りす る と歴史の 偽 りの 記述 に惑 わ さ れ る危

険に常に さ らされ て い るか ら， 逆 に リ ア ル な歴史

実態を伝え る資料 に っ い て の 嗅覚が あ る 。 も ち ろ

ん，嗅覚 とい う身体 的な レ ベ ル の 問題で はな く，

方法的に確立さ れ た体系を持つ ，あ る い は持 っ て

い る は ずだ と考え て い る 。 こ れを現 代 に引 き付け

て い うな らば ， 現代を で きるか ぎ り偽 りな く記録

に残すため の 工 夫 に つ い て の 知恵 は持 ち合わ せ て

い る とい う こ と で ある。

　 こ の 点 で ，阪神大震災に遭遇 して進 め られ て い

る資料保存 の 動 きはきわめ て 示唆 に 富む 。

　 そ れ は， 「震災記録保存運動」と称せ られる運 動

で あ る。 こ の 運動の きか っ けは，震災 で，文化財

や歴史的資料が破壊，破棄され て い る状況 の なか

で，そ う した類 の 資料類 を保存 し， 修復 する方法

や手段を手探りで探そ うとす る関西の 若 い 歴史研

究者 の 間で 生ま れ た 自然発生的な動きが 出発点 で

あ っ た よ うで あ る。い まや，それ は破壊さ れ た り，

捨 て 去 られ ようと した資料の修復や保存 だ け で な

く，震災 に 関わ る記録を集め て お こ う と い う運動

と な っ た 。 こ の 運動は ， 単 に歴史学者 の た め の 史

料保存 で は な く，な に が 資料な の か ，それが何 の

ため に，また，誰の た め に重要な の か を世 の 中と

自分 に問 い掛 けつ っ 進 め られ て い る こ と で あ る

（寺田，1996，1997 ）。そ の こ と は，資料 の 有用性

は 同時代 に おける評価だけ で決定さ れ る もの で は

な く，次世代あ る い は次 々 世代へ 残 さ れ て は じめ

て そ の 価値が 認知 され る もの もあ る と い う自 らを

相対的 な 立場 に 置い て は じ め て 可能な こ とで もあ

る 。 そ れと，たとえば ， 「神戸大学震災文庫」 と し

て 発足 した震災に関わ る 記録収集 の 活動 は ， リ ン

クする。っ まり，な に を集め る べ き資料 と考 え る

か と い う点 で あ る 。 現在わ た した ちが持 っ 資料 に

対す る取捨選択 は，今と い う時代 の 制約を受 けて

存在 して い るか らで あ る 。 だ か ら，わ た したち の

判断だ け で資料を切 っ て 捨 て て は い け な い の だ と
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い う こ とで あ る 。 資料 は一 ケ 所に集め れば よ い と

い うもの で はな く，本来在るべ き と こ ろ に あ っ て

こ そ ， そ の 存在 の 意味を発揮す る 。 こ れ は，歴 史

学が そ の 資料批判 の 方法 に お い て 蓄積 して きた 歴

史学 の 知恵 の ひ とつ で あ る。

　 こ れ は，現在の震災体験を で きるだ け生 の まま

で 残そうとい う立場とも重な り合 う考え方だ 。 歴

史学徒を申心 とした 「震災記録保存運動」と社会

学の 立場か ら提唱 された震災体験の エ ス ノ グ ラ ヒ ィ
ー

に 基 づ くエ ス ノ ロ ジーの 模索 は奇 し くも方向性を

同じくす る動 きで ある 。 震災を き っ か け に 過去の

災害，あ る い は災害体験へ の 関心 が 高 ま っ た 。 そ

の 時，災害社会史は過去 の 災害体 験 を再現 す る と

同時 に社会と人間の 関係を問うひ とつ の 解釈 と し

て そ の 有効性が 問わ れ る 。

　根底か ら学問 の 価値を問い返す， あ る い は新 し

い 方法を模索す る場合 ， 原点 に 立 ち 返 る と い う こ

と は，学問の 世界に限らず，普 遍 的に み られ る こ

と で ある 。 記録そ の もの を震災体験者 自身 が 残す，

あ る い は資料を現在の 価値判断だ けで 取捨選択せ

ず生の まま残 して お くとい う動きは，災害体験 を

風化 さ せ ま い と す る社会意識 の 広 が りに も繋が る 。

　 阪神大震災が与え た衝撃の余波は ， 歴史学 の 分

野 に お い て も明 らか に現実に 応 え よ うとす る新 し

い 動 きを呼び起 こ して い る とい え る。
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　3．1　 は じめ に

　現在 の 日本農業を め ぐる議論は，農業分野 に い

か に競争原理を導入 しうる の か とい う こ とが
一

っ

の 論点 とな っ て い る。 た とえ ば ， 食糧法 の 施行 さ

れ た コ メ に 典型的に 見 られ る よ うに ，マ
ー

ケ テ ン

グ重視 の 経営戦略が求 め られ て い る 。
っ ま り， 戦

略的対応 力 の な い 農業経営は，経営間競争か ら脱

落せ ざ る をえな い 時代 に な っ て きた 。 効率的な経

営を行 い リス ク回避能力 の 高 い 企業的経営を 育成

する と同時に ， そ れを支援す る制度的枠組み の再

整備も必要とな っ て い る 。

　しか しなが ら，農業の 場合，自然条件 に 左右 さ

れやす く，か っ 短期的な対応 が困難で あ ると い う

技術的 な特徴を もつ た め，自然災害が もた らす被

害を い か に 軽減 するか は依然 と して大 きな課題 で

あ る 。 農産物の 収量変動 が 大 きい 原因 の 一
っ は気

象変動で あ る 。 冷害 ， 風水 害，干 ば つ に よ っ て 収

量が大 きく減収 して しまう こ とは よ く知 ら れ て い

る 。 ま た ， 病害虫 も収量 を大き く変動 さ せ る原因

で あ る 。 こ の よ うな気象変動や病害虫 に よ る生産

量 の 変動は 「環境 的不確実性」（あ る い は技術的不

確実性）と呼ばれ て い る。 こ れ は，経済主体の 努

力に よ っ て ， あ る い は経済 シ ス テ ム の 内部 で は 減

少さ せ る こ とが困難な もの で あ る。 こ の環境不確

実性 に よ る農業経営 の 不安定性を 軽減す る制度的

な仕組み として デ ザイ ン された もの が 農業共済制

度で あ る 。
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