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　昨年末に イ ン ドネ シ ア ・ス マ トラ沖 で発生 した大地 震と イ ン ド洋津波 は 15万人 を 越 え

る死者 とな り， 今世紀最大 の 大災 害 と な っ た。 沿岸国で は津波に 対す る危険性の 認 識が 甘

く，ほ とん ど対策 もと られ て お らず ， ま た多 くの 人 々 は地震 が発生 した に もか か わ らず海

岸沿 い に と ど ま っ た こ とが 被害 を大 き く した と言わ れ て い る。

一
方 ， 事 前 に 地震 後 の 津波

の 危険性を学校で 学 ん で い た イ ギ リス の 少女 の 知識 が，そ の 海岸で は死 傷者 ゼ ロ と い う結

果 を生ん だ
。 津波 の 怖 さを知 るある 日本人旅行者 は ， 早 くに高台 に 逃 げて 難 を 逃 れた ， と

経 験を語 っ て い る 。

　都会の 朝の 通勤電車 。 和男 さ ん は い つ も通 りに 出発 したが ， 人身事故 の た thに 電車 が 遅

れ ， 混 ん だ電車内で 長 い 時間待 た され た上 に 重要 な会議 に も遅刻 した 。

一
郎 さん は鉄道 運

行情報を見て 電車 に遅れが出て い る こ とを知 っ て い たの で ， 予 め早め に出発 しバ ス で 迂 回

して 難 を逃 れた 。

　場 面 ， レ ベ ル は全 く違 うが 共 に，
“
知 らな い

”
とい うこ とが ， 被害を 大 き くして い る 。 和

男 さん は後で
一

郎さん に会 っ て 朝の 話を聞 き ， 「なん だ ， 知 っ て い れ ば助か っ た の に 」と悔

しが っ た 。 知 っ て い て も災害そ の もの は 防げな い と は 言え，知 っ て い れ ば 避 け られ る被 害

は 是非避けた い
， と誰で も願 うこ とで しょ う 。

　 ゆ え に ，

“
今， そ こ に ある危機

’
の 情報が ，

“

適時， 正確に
”

人か ら人に 伝 わ る ， 共 有 で き

る仕組み を構築す る こ とが 求め られ て い る。 鉄道の 運行情報は ， 駅の ホ ー ム で は ア ナ ウ ン

ス され て い る か も しれ な い 。 そ の鉄道 会社の WEB サ イ トで も告知 さ れて い る か も しれ な

い 。 しか し，そ の 情報 を知 る た め に は そ の 駅 や WEB サ イ トま で 行か な けれ ば い け な い
。

よ っ て 和男さん は知 らなか っ た 。 イ ン ド洋沿岸の 多 くの 人々 も同様に 津波 の こ と は知 らな

か っ た 。

　 必要な情報を ，

“
適時 ， 正確 に

”
さ らに加え て

“
必要 な人 に 届 く方法で

”

提 供 されな けれ

ば ， そ れ は実際に は解決に な らな い の で あ る。

　今や 情報の 時代。 情報通信技術の 急速な発展 は ， 以前で は考え られな い ほ ど膨大な情報
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を 高速 で 処理 し，集 め伝え る こ とを可能 と して い る。 ま た ， そ の 情報網 は
一 部 の 関係者 だ

けで はな く，

一般の 家庭や 個人 へ と広 が っ て い る 。 そ し て ま た そ の 多 く は双 方向性 を持 っ

て い る。
っ まり誰で も必要な情報を い っ で もど こで も受 け取 り， また 発信 で きる情報基 盤

が整 い つ つ あ る 。 イ ン タ
ー

ネ ッ ト，携帯電話 が普及 し， 今後 さ ら に 通 信の ブ ロ
ー

ドバ ン ド

化 ， 放送の デ ジ タル 化 ， 家電 やあ らゆ る機器の ネ ッ トワ
ー ク化が進む。 ま さ に

“

今， そ こ に

あ る 危機
”
を い ち早 く個人 に まで 伝え る環境が整い っ っ ある と 言 うこ と が で き る 。 しか し，

そ こ に は 落 と し穴 もあ る。

　そ の 情報は ，

“
必要な人に 届 く方法で

”
伝 え られ な け れ ば な らな い

。
WEB サ イ トに 公 開

す るだ けで は い けな い
。

つ ま り， その 受 け取 るべ き人 の 平 時か らの 習慣 ，生 活 パ タ
ー

ン に

合致 した方法で そ の 情報 が 伝 え られ な けれ ば、 そ の 情報 は実際に はそ の 人 の 耳 目に は入 ら

な い
。 朝の 通勤電 車の 運行情報な らば

， 例え ば目覚ま し時計 ， 冷蔵庫 ，
ト イ レ な ど が 伝え

て くれ るな ら確実か も しれ な い
。 海岸で の 津波警報 な らば，そ もそ もの 監視体 制 や知 識 は

もち ろん の こ と ， そ れ を伝え るに は ス ピ ーカ ー
放送 の 他 に ， 腕 時計 ， サ

ー
フ ボ

ー
ド， サ ン

グ ラ ス な ど も情報端末 に な る か も しれな い 。 す な わち，情 報伝達 の ユ ビキ タ ス 化で ある 。

　情報通信技術 は急速に 発展 を遂 げて お りまた変化 して い く。 そ の 中 で
“

今 ， そ こ に あ る

危 機
”

の 情報 を適切 に 伝えて い くた め に は ， 情報デ
ー

タ の 標準化が必 須で あ る 。 で な け れ

ば，情 報端末 開発者が情報を有効に活用 して い くこ とが で きな い
。 そ の 良 い 先進事例 と し

て ， 気象情報や道路情報が あ る 。 気象庁 の 発信 す る天気予報 や 注意報 。 警報 な ど ， ま た 冂

本道路交通情報セ ン タ ーが配 信す る渋滞情報 な ど は ，配信 さ れ る情報デ ー タ の 仕様 が 標準

化 されて い るため に メ デ ィ ア や情報端末メ
ーカ ーが その デ ータを様々 に 活用 して 社会に 発

信 して い る 。

　こ れ らの 事例に 倣い ， よ り広範 な 自然災害，そ して 危機管理全般 に わ た る情報デ ー タ の

標準化 を進 め る こ とが今 ， 求め られて い る。

“
今 ， そ こ に あ る危機

”
を伝え たい 。

　 しか し危機 ， 災害は決 し て 日常的な もの で は な い
。 だか らこ そ ， 凵常 生活 の 中 に 溶 け込

ん だ情報端末 に よ っ て そ れは伝 え られ る必要があ る 。 そ の 情報端末は ， 決 して 危機管理 の

た め の もの で はな く， 日常的な他 の 目的 の た めの もの で あ るか ら こ そ ，
い ざ ， と い う時 に

もそ こ に あ り，活用す る こ とが で きる 。 それ を 実現 す るた め に は ，産官 学が 連携 して
， 危

機管理 全 般 に つ い て の 研究 と災害情報 デ ータの 標準化を推進 しな が ら， 災害情 報 の 収 集 と

配信 を行 う専 門機 関 と して
“

危機管理情報セ ン タ ー”

の 構築 を は か っ て い く必要 が あろ う。
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