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　 日本は今飽食時代の 真只中に あ る
。

一
般大衆まで もが 飽食を当然の こ と と して 享受 し て い る

こ とは，日本民族 の 歴史上初め て の こ とで あ る。

”
お しん

”
の 大根飯や 第二 次大戦後 の 食 糧難 の

経験者は ， まだ生 存 して い る の で ある 。 飽食の 現状が未来永劫持続す るの で あれ ば，何 の 懸念

もな い 。 しか し，果 た して そ れが許され る の で あ ろ うか 。 周知 の よ うに ， 我々 日本人の 食料 自給

率 は 40 ％ （カ ロ リ
ーべ 一

ス ，2003．6）に す ぎな い 。 そ の 低 自給率の 中で の 飽食 は経済戦略 の 結

果 もた らさ れた もの で あ る。 もし， 工業生 産力が世界の 時流 に 後れ を取 る よ うな事態 と もな れ

ば ， た ちま ち食料飢餓に 陥る危険性を は らん で い る。 砂上 の 楼閣 の 繁栄 に過 ぎな い
。

　わ が 国の 水稲は
， 冷害， 十害 ， 風水害に さ らされ て きた 。 冷害 の 発生 は 1960 年代 か ら 1970

年代にか けて 各 10 年間で 2 回 と い う散発的に あ っ た もの の ，耐 冷性 品種 の 開発 が功を奏 した

と し て ，冷害は克服 され た と い われた 。 しか し，そ れ は た ま たま気候温暖化の 傾向が 強ま っ た

と きに相当 して い た こ とが ， 1980 年の 大冷害で 明 らか に な っ た
。 そ して ， そ の 後の 10年間は 5

回 も冷害が頻発 した 。 さ らに ，1993 年 の 大冷害 で は，翌 春に は 日本社会 は韓国米や タ イ 国米の

緊急輸入 に すが らざ るを得な い 大混乱 に 陥 っ て しま っ た 。 古古米，古米 の 在庫処理 に 悩 まさ れ

て い た時期に，僅か
一

夏の 冷害で の こ の 始 末で あ っ た。

　宮沢賢治の 著作 に 「グ ス コ ープ ドリの 伝記」が ある。 冷害 に お びえ る イーハ ト
ーブを舞台 に

冷害対策を実行す る科学的童話で ， 1932 年 に書かれた もの で あ る。 ク ラ イ マ ッ ク ス は炭酸 ガ ス

の 温室効果 を オ リザ （稲）の 冷害対策に 使 うと こ ろ に おか れ て い る
。 長 くな るが ， 原文を 引用 し

よ う 。

　 「（前略）と こ ろ が六 月 もは じめ に な っ て ， まだ黄色の オ リザ の 苗や ， 芽を出 さ な い 樹を見 ま

す と，
ブ ド リは 、 もうい て も立 っ て もい られませ ん で した 。 （中略）ブ ド リ は ま る で 物 も食 べ ず

に い く晩 もい く晩 も考え ま した。 あ る晩 ブ ドリは，ク ーボ ー大博士の うちをた ずね ま した 。 「先

生 ， 気層の なか に炭酸ガ ス が増 えて くれば暖か くな る の ですか 。」「そ れ は な るだ ろ う。 地球 が で

き て か らい ままで の 気温 は，たい て い 空気中の 炭酸ガ ス の 量で 決ま っ て い た とい わ れ る くらい

だ か らね」
「

カ ル ボ ナ
ー

ド火山島が ，
い ま爆発 した ら，こ の 気候を変え る くら い の 炭酸 ガ ス を 噴

くの で し ょ うか 。 」「それ はぼ くも計算 した。 あれがい ま爆発すれ ば，ガ ス はす ぐ大 循環の 上層の

風 に ま じ っ て 地球 全体 を包 むだ ろ う。 そ して 下層 の 空気や 地表か らの 熱 の 放散 をふ せ ぎ ， 地球

全体 を平均で五度 ぐ ら い あ た たか に す るだ ろうと思 う。 」「先生 ，あれ を今す ぐ噴か せ られ な い

で しょ うか 。 」「そ れ は で きるだ ろ う。 けれ ども，そ の 仕事に行 っ た も の の うち，最後 の
一

人 はど

う して もに げ られ な い の で ね
。」「先生 ， わ た しに そ れ を や らして くだ さい 。 」（中略）そ れか ら三

日の 後，火 山局 の 船 が，カ ル ボ ナ
ー

ド島へ 急い で 行 きま した 。 そ こ へ い くつ もの や ぐら は 建ち，

電線 は連結 され ま した 。 す っ か り した くが で き る と，プ ド リは み ん な を船 で 帰 して しま っ て ，
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じぶ ん は ひ と り島に 残 りま した
。

そ して 次 の ロ イ ー
ハ ト

ーブ の 人た ち は ， 青空 が 緑色 に ご り，

日や月が銅 い う に な っ た の を見ま した 。 け れ ど もそれ か ら三 ，四 日 た ち ます と，気候 は ぐん ぐ

ん 暖か くな っ て きて ，そ の 秋 は ほ ぼ 普通 の 作柄に な りま した 。 （後略）」（銀河鉄道 の 夜．宮沢賢

治著，岩崎書店 （1981）よ り引用）

　賢治の 物語は，科学性
一

当時と し て は確証 されて い なか っ た一を含 み，同時 に 対策を示 し て

い る。
こ の こ とは また 自然災害研究の あ る べ き姿を示唆す る もの で あ る。 偶 然 で あ ろ うが，物

語の 中の 数値は，現在の 温暖化 の 予測値の L4 − 5．8℃ （全球平均地上 気温 の 上昇値）に 近い もの

とな っ て い る 。 賢治が約 80 年前の 大正時代に，盛岡高等農林学校 （現岩手大 学農学部）で 受 け

た教育 の 質の 高さが 如実 に 出て い る。 大学 の 教育は ，
こ うあ らね ば な ら な い と強 く思 う もの で

あ る
。 果 た して

， 今の 最先端の 科学知識 の 中に ， 22 世紀 初 め の 人 々 に 新 鮮 な 驚 きを も っ て 迎 え

られ る もの が あ る の で あ ろ うか 。

　
”
自然認識

”
は，科学 と い う場合 に は必要 に して ト分で あ るが，工 学の 立場で は そ れ だ けで は

十分で は ない
。 自然災害研究に あ っ て は ， そ の 発生 メ カ ニ ズ ム を解 明 した，発生 の 予報が 出来

ま した な ど，自然認識を達成 す るこ とは非常 に重要で あ るが ， それ だけで は不 1・分な の で あ る
。

最終的に危険を回避で きた ， 対策法を 開発 した ， 対策 の 効果が あが っ た と い う形が な け れ ば完

結 した と は い え な い の で あ る 。 ま して，自然災害は科学 ・工 学の 巨大 な対象で あ る の で ，
一

人

の 研究者が 自己完結型 で 基礎 と応用 を完成させ る の は，稀有の 天 才以 外 きわめ て 難 し い
。 そ こ

で 科学対応 ク ラ ス ターと工 学対応 ク ラ ス タ
ーとが存在 して い る 。 大事な こ と は両者に 行政 の 視

点を加 え，か っ
， 三者で 三 原色を構成 した状態に す る こ と で ある 。

三 原色 は あ らゆ る色 を生 み

出す こ とが で きる。 三 者の 密接，か つ ，柔軟 な融合が 自然災害対策に は不可欠で あ る 。 そ れ が 何

色 にな るか は ， 科学 と技術の それぞ れ の 到達度の 違い や行政 の 姿勢 と災害 の 内容に よ っ て 変 わ

るだ ろう。 賢治 は冷害に は緑色を空に 描 い て みせ た。 火星 移住計画で も ， ま ずは大気 に 温室 効

巣を起 こ させ温度を高め る こ とが 謳わ れ て い る と い う。 ブ ド U，い うな れ ば ，賢治 の 発案 と同

類 の もの で あ る 。

　 サ ム サ ノ ナ ッ ハ オ ロ オ ロ ア ル キ …　　 と詠ん だ賢治 の 東北地方 の 冷害克服 の 願 い は，皮 肉 に

も 21 世紀最大 の 環境問題 と され る地球温暖化で ，しか も増収 の 形で実現 されよ う と し て い る 。

しか し，西南 暖地 で は，同 じ温暖化で イ ネの 収量 低下の 可能性が 堀江武京大教授に よ り指摘 さ

れ て い る 。 原因は受精障害で あ る 。 す なわ ち，イ ネの 開花時の 気温…
日最高気温で 34 ℃ を こ え

る とジ ャ ポ ニ カ 種で は受精障害が お こる。 これ は炎大下に進む静的な 自然災害 と な る。

　 21 世紀 の 問題は，原因側の 想定値の と り方を前世紀 よ り高 め に しな けれ ばな らな い こ とに

ある。 近年の 豪雨災害が そ の 例で ， 時間雨量が軽 く気象観測史上 第 1 位を 史新 し， 行 政 施策 の

想定外の 強度に達 した た め で あ る 。

ハ リケ
ー

ン の 最 大風速 と規模が温暖 化 と と もに 増 大 した と

す る研 究 も要注 囗で あ る。 さ らに地 球温暖化 は ， 豪雨 ・干ば っ
， 猛暑 ・冷夏 と い うよ うに フ レ

の 激 しい気象を もた らす 。 今後の災害研究で は，従来の 思考を リセ ッ ト して か か らな ければ な

らな い の で ある
。

　私が グ ス コ ープ ドリの 伝記 を初め て 読ん だ の は中学 1年生 の と き で あ っ た と思 う 。 終戦 時小

学 2 年生 の 軍国少年の 名残 もあ っ て ， ブ ド リの 自己犠牲 の 行動に 心打 た れ ，炭酸 ガ ス で 大 気 を

暖め て イ ネを救 うと い うこ とは科学で はな く空想 の 世界 さとい う印象で あ っ た 。 しか し， 賢治

を再認識 させ られた の は，長 じて農 業気 象学 を専門 とす る よ う に な り，矢 吹万寿博士 に よ る

CO2 施肥 の 実験結果 を 目に した と きで あ っ た 。 さ ら に ，内嶋善兵衛博士 の 地球温 暖化 の 論文や

著書の 中で ブ ドリと ク
ー

ボ
ー
大博士の 会話を 見出 した と き， 賢治 は私の 中で 完 全 に 甦 っ た の で

あ っ た 。
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