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　1．1　災害科学 は総合科学

　「災害 は 白然条件 と 社 会 条件 の 組 み 合 わ せ に

よっ て 発生 す る もの で あ り、従 っ て．災害科学 は

自然科学 ばか りで な く，人文 ・社 会科学な ど さま

ざまな学問分野の 知見を融合
・
総合化 して 発展さ

せ て い くべ きで あ る 」，と い う考え方は，災害科

学 に 携 わ る 人 で あ れ ば 誰 もが 耳 に し た こ と が あ ろ

う （図 1−1），，また，こ の 考 え方を明確 に 否定す る

意 見，論述 を，筆 者は 寡聞に して み た こ と が な

い 。お そ ら くこ の 考 え方 は t 災害科学分 野 に お け

る ，common 　sense とい っ て 過 言 で な い だ ろ う。

しか し，今 日 の 日 本 の 災害科学 の 現状 を 見 て ，「自

然科学 と人文 ・社会科学 の 総合化」が十 分行われ，

機能 し て い る と考え る 人 もま た 少 な い の で は なか

ろ うか。

　本特集で は ，伝統的に 自然科学系 C理 系
「’
）研

究者 が 多か っ た 自然災 害学会の な か で ，近年積極

的 に 活動 し て い る
’』
非理 系

”
研 究者 （こ こ で は，

人文 ・社会科学系に 限定せ ず，自然科学 と の 境界

領域的分 野 の 研究者 も含め て こ の よ うに 呼称す

る） の 方 を中心 に ご 投 稿 をい た だ き，災害研究 に

お け る ，
‘
理 系

一t
と

’t
非理系

”
の 連携・融合の現状

を巡 る 課題 と，今後 の 展望 に つ い て 議論 を行 っ て

み た い 。

　1．2　災害科学の 「総合化」前 史

　 こ こ で は まず．主 に日本 自然災害学会 （及 び そ

の 前 身） を 舞 台 と して ，災害科学 に お け る 「自然

科学 と人文
・
社 会科学 の 総合化」が どの ように図

ら れ て きた か に つ い て ，簡単．に ふ りか え っ て み た

い 。な お，以 下 は あ くまで も筆者の 主観に もとつ

く整理 で あ る 。 不
．
卜分 な と こ ろ が少 な くな い こ と

團
陶鑞

重
図 1−1 災害 の 基本構造

　　 　 外力 が 人間社会 に 作 用 し た 結果 と して

　　 　 災害 が 発 生 す る の だ か ら，外力 を 研 究

　　 　 す る だ け で は 災害 を研究す る こ と に な

　　 　 ら ない こ とは 自明 だ が …
。
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が 予想 さ れ る の で ，気 が つ か れ た点があ れ ば，ご

教示 を い た だ けれ ば 幸い で ある 。 ち なみ に筆者 の

本 学会 学術 講 演 会 へ の 初 参 加 は 1991年で あ り，

1990年以 前 の 事柄 に つ い て は過 去 の 文 献か ら，

1991年以 降は筆者の 経験か ら の 印象とい うこ とに

なる。

　「災害は 自然条件 と社 会条件の 組み 合 わせ に

よ っ て 発牛する 」とい っ た 考え方 白体は古 くか ら

指摘 され て お り．た とえば 寺田寅彦は 有名な随筆

「天災 と国防」 （寺 rl1，1934） の なか で ．

厂艾劣が進 め ぱ進 む ほ ど大〕然 の 暴威 に よ る 災害が

そ の 劇烈 の 度 を壇すノ

と言 っ て お り，外 力 の 激 しさだけ で は災害 に は な

ら な い こ と に つ い て ，明快に説明が 為され て い る。

　災害メ カ ニ ズ ム の解明と被害軽減に 関する研 究

を進 め る た め に ，自然科学 だけ で な く，社会科 学

との 融合 が 重要 で あ る こ とが 強 く指摘 さ れ る よ う

に な っ た の は，1959年伊勢湾台風の 頃か ら で あ

る 。こ の 頃 の 記事 と し て ，た とえ ば高橋 （1964）

は 次の よ うに述べ て い る 。

厂災筈 ぱ 身，然 条岸 と社 会条 件 の か ち み 合 っ た 条件

の 中で発堂 する 6の で 　こ れ ぱ 入
’
災，こ れ ぱ 入災

な ど と 但
．
分 で きる 首の で は な い こ と が わ か っ た 。

した が っ τ，災 筈 を防 除 す る た め の 防 災科 学 賦

β撚
．
孑堅学と社会秤学の 髭｝合ブ左に よ っ τ の み 確立 さ

れ る と い え るノ

　1．3　日本 自然 災害学会 の 発足以降

　しか し，高橋 の 言 う 「総 合化」は なか なか進 展

し な か っ た ようで ある。伊勢湾台風 などを契機 と

し，主 に 大学 に よ る 災害研 究推進 の 組織体 と し

て，「自然 災害科学総合研 究班」が結 成され，更に

1981年に は 日本自然 災害学会 （当初 の 名称は 自然

災害科学会）が発足する。そ の 学会誌 「白然災害

科学」創刊号 冒頭 の ，初代会 長松澤勲 に よ る巻頭

言 （松澤，1982）の 中に 以下 の ような記述が見 ら

れ る 。

’」
非理 系

「1
災害研究 者か らみ た Vl然 災害科学

乃鍵災M4の 社会∠生 〜汚環 境 の 菰天，蔆雑 危と朷瀞 み

今 っ τ 変貎 乙，複糴1沈 する々，然災害現 象に 丿け処 す

る に ぱ，淀来 の 葺，燃舟学系の 研究体緲だ け で ぱ 不

ナ分であ っ て，と ぐに研究面に 入餬祉会垂 活環臆

に立卵 する入．又
』・壯会揮学系 の 研 究要 素を敢 りλ

れ る 必要 る∠生 じ て
一
き で い る 丿

　自然 災害科学 の 創刊 は，伊勢湾台風 か ら20年以

上後 の こ とで あ る。こ れ だけの 時 間 を経 て もなお

こ の ような指摘が為され て い る と こ ろ に ，「自然科

学 と社 会科学 の 総 合化」 の 難 し さが 感 じ ら れ る。

　白然災害学会発足後 も，「総合化」は な か な か 進

まなか っ た 。 た と えば，学会発足 5 年 後 （1986年）

の 第 5 回学術講演 会 の 要 旨集 を見 る と．筆者 の 主

観に よる分類で はあ る が，82件の 講演中，人文 ・

社 会 科 学 的 な テ
ー マ は ．村 山 （1986），野 越

（1986），山田 （工986）の 3件 の み に と ど ま っ て い

る。第 6 回 学術講 演会 か ら は，セ ッ シ ョ ン 名に

「人 文社 会」な ど の 文字が 現 れ る よ うに な る が ，「人

文 ・社会科学 的」な発表は多い 年で も10件程度と

い う状況 が 続 く。

　無論，こ の 間 も 「人文
・
社 会科学的」な災害研 究

は，内容的 に は 様 々 な試 み が お こ な われ て きた。

古くか ら見 られ て きた の は，避 難行動 （写 真 1− 1）

や 災害意識 に 関する 研究 （今本 ら ；1983，山田 ；

写真 1−1 避難 訓 練時 に 指定避難場所 に 集 ま っ

　 　　 　 て き た 車

　 　　 　 2000年 7 月16囗三 重県 員弁郡藤 原町

　 　　 　 （現
・い なべ ili） に て 。 避難行動 に 関

　 　　 　 す る研究 は 「人 文 ・社会科学的災害研

　 　　 　 究」の 古 くか らの テ
ー

マ だ っ た 。
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一Eleotronio 　Library 　



Japan Society for Natural Disaster Science

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　for 　Natural 　Disaster 　Soienoe

自然 災害科学 J．JSNDS 　27 ・2 〔2008 ）

1986，松野 ・高橋 ； 1991，斎藤 ら ；1993など），歴

史時代 の 現 象 に 関す る 考察 や 復元 に 関す る 研 究

（久 保寺 ら ；1986，佐藤 ；1990，藤本 ；1991な ど）

な ど で ，や が て t 長期
・
巨 大 災害 か ら の 「復 興．

（高 橋
・
荒 巻 ；1993，河 田 ； 1995な ど） と い っ た

テ ーマ も現 れ て くる 。しか し，こ れ らの 研究は，

自然科学 を バ ッ ク グ ラ ウ ン ド と し，な ん ら か の ハ

ザ
ー

ドを専 門 とする研 究者が，あ ら た なテ
ー

マ と

して 取 り組む とい うス タ イ ル が 多か っ た。災害対

策の 俯瞰的
・
政策的研究 の 試み を展開し続けた京

都大学 の 河 田恵昭 らの グ ル
ープ，長崎豪雨

・
雲仙

普賢岳 災害 （写 真 1−2） な どの 現 場か ら，被 災 ・

復興過程に つ い て の 地道 な研究 を発信 し続けた長

崎大学 の 高橋和雄 ら の グ ル
ープな ど，「自然科学 と

社会科学 の 総 合化」に 関す る 粘 り強 い 取 り組み が

生 まれ て きた こ とも事 実 で あ る 、， しか し，人文
・

社会科学 を バ ッ ク グラ ウ ン ドとす る 研究者が本学

会 に 本格的 に 参画する姿 は，なか なか見 え て こ な

か っ た。

　 日本自然災害学会発足 後，地域安全学会 （1986

年），日本災害情報学会 〔1999年）な ど，災害を主

な対象 とす る 学会が さ ら に 生 まれ た。ただ し，こ

れ らの 学 会は い ずれ も自然科学系研究者が 少数派

とな っ て お り，自然災害学会 に お け る 状況 と は 逆

の 意味で ，「自然科学 と社会科学 の 総合化 」の 難 し

さが感 じられた 。

写 真 1−2 雲仙普賢岳

　　　　 局所的 だ が 影響 が 長期化 した 雲 仙普

　　　　 賢岳火山災害 は，「災害か ら の 復興」
　　 　　 が 災害研 究 の 重要 なテ

ー
マ で あ る こ

　　 　　 とを再認識 させ た 、、

1ユ7

　 1．4　近年の 災害科学の 広が り

　本学会学術講演会の 講演 テ
ー

マ に ，は っ き りと

変化が 生 じ は じめ た と筆者が感 じ る よ うに な っ た

の は ，1990年代末頃 か ら で あ る 。 まず ，1998年学

術講演会か ら，土 木計画学 を バ ッ ク グ ラ ウ ン ド と

す る 群馬大学 の 片田敏孝 ら の グ ル
ープ に よ る，多

量 の 調査 票調査 をベ
ー

ス とした避 難行動 ハ ザ
ー

ドマ ッ プ の効果計測，情報伝達な どに 関す る 発表

（片 出 ・及川 ；1998，淺出 ら ；1999 ，な ど）が 見 ら

れ る ように な る。他 に も，災害 マ ネジ メ ン ト （目

黒 ・
石 原 ；2001，な ど），リ ア ル タ イ ム 災害情報

（写真 1−3，岡 ら ；2002 ，な ど） と，テ
ーマ は 次第

に 広が りを見せ た 。 人 文
・
社会科学的 な発 表の 件

数 も増え，20Ql年 の 第20回学術講演会で は，人文

社会セ ッ シ ョ ン の 講演 8 件，他セ ・
ソ シ ョ ン で の 人

文
・
社 会科学 的 な講 演 （筆 者 の 主 観 に よ る 分類）

が 8 件の 計16件 とな っ た 。 2003年の 第22回学術講

演会か ら は，入文社 会の 他 に，防災計画，リ ス ク

マ ネ ジ メ ン ト と い うセ ッ シ ョ ン が設 け ら れ ，こ れ

らセ ッ シ ョ ン の 発表件 数が39件 に L っ た 。 こ の よ

うな傾 向 は その 後 も続 き，近年は概 ね 全 セ ッ シ ョ

ン の 3 分の 1程度が，人文
・
社会科学的 な発表 に

当て ら れ る よ うに な っ て い る 。

黶
卿

瓢 ．ミ盆ぎ
、毒γ

撫
・糠 瓢 辮

写真 1−3 携帯電話か ら 11 ア ル タ イム 雨量 を見 る

　　　　 筆者作成 の 「リ ア ル タ イ ム 雨量表示 シ

　 　　 　 ス テ ム 」。い つ で もどこ で も豊富な災

　 　　 　 害情 報 が 得 ら れ る よ うに な っ た が，

　　　　 そ の情報を ど う活 用 す る か が 大 きな

　 　　 　 問題 で あ る。
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　テ ーマ 的な広が りと共に ，講演者に も幅が 出て

きた よ うに 感 じら れ る 。 各講演者の 専門分野 出

身分野 は詳細 に は 分か らな い 。 しか し，講演 内容

か ら判断す る に，人文 ・社会科学分野の バ ッ ク グ

ラ ウ ン ドを持 っ て い る と見 ら れ る 講演者が ，こ こ

数年 の 学術講演 会で は毎回確か に複数見受けられ

る。人数 的 に は まだ多 くはない が，継続的 に 講演

する とい う形で 定着 しつ つ ある 人文 ・社会科学系

の 講演 者 も生 まれ つ つ あ る 。

　 1．5　筆者が持 つ 「違和感」

　 こ れ ま で に 述 べ た よ うに，災害科学 に お け る

「自然科学 と 人文
・社会科学 の 総 合化 」は ，そ の 重

要性，必要性は言われ続 け て い る もの の ，なか な

か 実現 し な い とい うの が 現状 で あ ろ う。そ の 背景

に は 何が ある の だ ろ うか 。 以下 ，全 くの 私見で あ

る が ，基本 的 に は よ く言 わ れ る 「専 門分 野間 の 価

値観 の 相違」 に も と つ く 「違和感」 に 起 因す るの

で は なか ろ うか。

　筆者は、農学部 の 森林 ．11学科 とい うと こ ろ を卒

業 して お り，どちら か と言えば 理 系
”

寄 りの 立

ち位 署 に い る 。 た だ し，純 工 学 的 と い う よ り，応

用的 な講義 内容が 多か っ た （よ うな記憶 が あ る）

し，そ の 後，地理学や 社 会学な どの分野 との 交流

も多か っ た こ とか ら，
“
非理系

1
とま で は い か な い

が，境 界領域 に居 る と個 人的 に は考えて い る 。 こ

の よ うな立場 か ら，人文 ・社 会科学 的研 究 の 話，

こ とに 定性 的 な調査 に 基 づ く話 を聞 くと，興味深

くは あ る が t ど こ か に，「あ い まい 」，「非科学的」と

い っ た 違和 感 を持つ こ とが あ る 。 社会学 が 専 門 の

佐藤 （2002） は，定性 的調査 ，質的 調査 に もとつ

くフ ィ
ール ドワ ーク 研究 に 対 す る あ りが ちな批 判

と して 以 ドの ような 「声」 を挙 げて い る。

厂グ ラ フ や表 の ／つ も な き ゃ ．謚文 と は い えな い

よね 。 ノ

厂脅乍kノ や 燃 1皙文ノ じや あ，卒講に ぱ な ら な い

よ。ノ

厂デ
ー タ ぱ ど こ に あ る ん で す 1 ・　．P　 デ

ー
タ

ぱ 7　 フ ィ
ール ドノ ー A っ て い っ で 6，月記とど

う遂 ラの ？ゴ

」’
非 理 系

層’
災 害 研 究 者 か らみ た 白然 災 害 科学

　 い ささか デ フ ォ ル メ され て は い る が，こ れ らの

「声」は ，筆 者が上 で 挙げ た 「違和 感」 に 通 じ る も

の があ る。理 系
tt

災害科学研究者 は．程度 の 差 は

あれ ，こ の 種 の 「違和 感」 を持 っ た 経験が お あ り

で は なか ろ うか 。

　 こ の ような 「違和感」に対する 反応 と して は，

（1）厳 し く批判する ，（2 ）敬 し て 遠 ざけ る ，（3 ）

簡単そ うだか ら自分で もや っ て しまう，な どが考

え られ る。しか し，い ずれ もあ ま り建設的 な反応

で な い よ うに 思 わ れ る、，実は筆者 自身は ，（3）の

反応 を して ，い ろ い ろ と失敗 した 経験が ある 。 簡

単 そ うに 見 え て も，方法論 を十分 理 解 しなけ れ

ば ，思わ ぬ 落 と し穴が待 っ て い る もの で あ る、，

　 また，
“
非理系

”
側の 専門家が ，時 と し て 「白然

科学 の 難 しい こ と は よ く分 か らな い 」 な ど と言 い

つ つ ，独 自に （つ まり，
』
理 系

”
専門家 と は 独立 し

た コ ミ ュ ニ ィ テ ィ を形成 して） ワ
ー

ク シ ョ ッ プ等

の 自助 ・共助型 「活動」 の 方法論探求，活動推進

な どに邁進 する とい っ た ケ ー
ス に 「違利感」を持

つ ，，逆 に
’
理 系

”
側 の 専門家 が ，方法論 に つ い て

の 十分 な知識無 しに，ワ
ー

ク シ ョ ッ プ等 の 「活動 1

（写真 1− 4）に無闇に 踏 み 込 むケース に も同様な違

和感 を覚え る、，専門外の こ とは よく分か らない の

は当た り前で あ る c しか し，だ か ら とい っ て ，安

易 に 「壁」を 設 け た り，軽 視 した りす る こ と は ，

本 来 の R 的 で あ る 「防災 ・減 災」 の 達 成 の た め に

写真 1−4 防災 ワ
ー

ク シ ョ ッ プ

　　　　 2006年 6 月20日，岩手 県下閉伊郡 田

　 　　 　 野 畑 村 に て 。防 災 ワ
ーク シ ョ ッ プ は

　　　　 魅力 的 だ が ，様 々 な 問 題 も内包 し て

　 　 　 　 い る。
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自然災害科 i
’
：
　IJSNPS 　27−2 （20衂

は ，けっ して プ ラ ス に はな らな い の で はなか ろ う

か 。

　 1．6 本企 画 の ね らい

　「災害科学 に おけ る 自然科学 と 人文
・
社 会科学 の

総合化」が ．積年の 課題で あ る こ と は こ れ まで に

述 べ た とお りで ある 。災害科学の 発展の た め に

は．こ の 課題 を少 しで も改善 して い かなければ な

ら な い こ とも議論 の 余地が な い で あ ろ う 。 災害科

学研究 の コ ミ ュ ニ イ テ ィ の 中 に，
tt
非理系

”
研 究者

が根を下 ろ しは じめ た こ と は 大い な る 前進だ と思

わ れ る tt 次 の
一

歩 を踏み 出す た め に は，
”
理系

”
と

t’
非理系

”
の 問 で の t 率直 な議論 が必要 で あ ろ う 。

　本特集で は，こ の よ うな議論 の 第
一

歩 と して ，

近年 の 本学会で継続的 な活動 を行 っ て い る，
“
非理

系
”

研究者 の 方 々 に 原槁執筆を お 願 い し た、。原稿

内容 の 大 まかな例 と して は，以下 の よ うな論点を

挙 げ させ て い た だ い た 。

・各自の 出身分野と，災害研究 に 携 わ る きっ か け

　の 紹介

・自然災害学会と 関 わ る きっ かけ

・現在の 日本の 災害研 究 に お い て ，「理 系」「文系」

　な ど専門性 の 異な る諸分野 の 連携 に つ い て どの

　よ うに考え て い る か

s　’t
非理系

”
出身者 と して災害研究に携わ っ て きた

　中 で 感 じた メ リ ッ ト，デ メ リ ッ ト （苦労話 ）

・今後 の 災害研究 に つ い て の 展望

　今回の特集が、「災害科学 における自然 科学 と人

文
・
社 会科学 の 総 合化」の 前進に 僅 か で も寄与

す る こ と を願 っ て や まな い 。
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山田啓
一

： 破堤氾濫時 に お け る 住民 の 避難 行動
一

長

　　野県飯 山市常盤地区を例 と して
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2 ．「リス ク社 会」の 自己意識

　　 一“
非理 系

”

自然災害科学 の 現 状 と課題
一

　　　　　　　　　　　　　　　 矢守　克也
＊

　2，1 「リス ク社会」の 自己意識

　社会学は，近代社会が もっ た 「自己意識」 だ と

言 わ れ る 。 こ れ に な らっ て 言 えば ，「リ ス ク 社 会」

（こ の 用語 に つ い て は，4 節で 詳述 す る），あ る い

は，「災害多発時代」と形容 さ れ る 今日，災害 リ ス

ク の 探究 と対策 の 最前線に 立 つ こ とが 期待 さ れ て

い る 自然災害科学 も，防災知識
・
技術 の 獲得 や開

発 と い う本体 部分 の 活動 を進 捗 させ る の み な ら

ず それが産み落と した知 識 ・技術 を前提 として

自然災害 へ と 立 ち向か う社会に お い て ，自らが 占

め る 立場や機能を再帰的 に 眼差す視線（自己意識）

を もつ 必 要があ る 。 言 い か えれば，自然 災害科学

に は ，与件的対象と して の 自然現象，お よび，与

件的対 象として の 人間 ・社 会事象 に 関す る知識 ・

技術を獲i得する だ け で な く，社会 シ ス テ ム の 再帰

性が増 し，そ れ に と っ て の 与件的対象を シ ス テ ム

白らが 生 産 して い る と多 くの 人び とが見 なす よ う

な今 日の 1
一
リ ス ク 杜会」に お い て ，自 ら が 果た し

て い る 役割を明確に 意識する こ とが 求め ら れ て い

る。

　た とえば，白然 災害科学 は，地震 リス ク （1 次

の ，言 い かえれば，純粋な与件的対象）に 関する

知識 ・技術 （地震動波形に 関する知識や 観測技術

な ど） や ，それ を前提と した社会的な技術 〔予知

情報 の 生 成
・
伝 達 や 緊急地震速報 の シ ス テ ム な ど）

を生産 し て い る。 しか し，こ れ ら の 知識 ・技 術 は，

副次的な リ ス ク を伴う。 た とえば 予知そ の もの

＊
京都 大学 防 災研 究所

‘
非 理系

【
災害研究 者か らみ た 自然 災害科学

の 失敗 ，予 知情 報 に 伴 う経済的損 失 や 地 震 速報に

伴 う交通事故な どで ある 。 そ し て，肖然災害科学

は，こ れ ら自らの 活動が生産 した副 次的な リ ス ク

を も，2 次 の ，言い かえれ ば，再帰的な与件的対

象と見な し，そ れ に関する知識 ・技術 を，白ら の

ス ト ッ ク の 内部へ と組み 入 れ て それ らを予測 し制

御 しようとする。こ の ようなふ る まい を見せ る 自

然 災害科学は，「リ ス ク 社 会」の 中で ，総体 と して

どの よ うな 社会的 機能 を果 た し て い る の だ ろ う

カ 

　 筆者 は，自然 災害科学 に おけ る
’／
非理系

”
研 究

者 に，今 ，要請 され て い る の は，こ うした疑 問に

答える作業で は ない か と考えて い る 。 た しか に，

防災知 識
・
技術 の 獲得 や 開発 と い う自然 災害科学

本体 の 活動 にお い て ，自然以外の 与件的対 象 （人

間や 社会） を専 i“1的 に担 当す る こ とが 、こ れ まで

“
非理系

”
が担 う主 要な任務 で あ っ た、，こ うした

「ブ ラ ン チ 」（下位部門）と して の 機能 は，今後 も，

決 して 不要 と い うわ け で は な く，「条件付」 （2 節

で 詳述）で
一

定 の 役割 を果たす で あ ろ う，，しか し．

それ と と もに，あ る い は ，そ れ 以上 に，
／t
非理系

tt

に求め られ て い る機能が，こ こ で 言う自己意識 の

獲得作業で はない か 。 こ れが，本稿 の 主要 な論点

で あ る 。

　 さて ，「リ ス ク 社 会」 の 自己意 識 と い う観点 に

立 っ た とき，筆者は，自然災害科学 に，次の 3 つ

の 特性 を指摘 する こ と が で きる と考え る 。 第 1

に ，学際 ・
総 合 ・融合的な学問 分野 で あ る こ と，

第 2 に ，実践 科 学 と して の 性 質 が濃厚 で あ る こ

と，そ して ，第 3 に，あ まり こ なれ ない 造語で は

あ る が 、「失敗科学」で あ る こ と （畑村 （2005）に

よ る 「失敗学 」とは 異 な る の で 留意 され た い ），以

上 の 3点 で あ る 。

　 こ の うち t 最初 の 点は，本特集を支え る 圭要な

問題意識 で あ り大方の 共通理 解を得 ら れ る で あ ろ

う。 第 2 の 点 もt「実践科学 として 自然 現象と社会

現 象の 双 方を融合」（河 田 （2007 ；pl24）），　 imple−

mentation 　knowledge （実足戔適用知識）の 強調 （岡

田，2006a）な どに見 られ る ように，個 々 の 研 究

が有す る 実践 的 ス タ ン ス の 濃淡・
強弱 は と もか く，

すべ て の 自然災害研究が，究極的 に は ，社会に お
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