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• 情報考学 

 Passion For The Future 
– http://www.ringolab.com/

note/daiya/ 

– 2003年9月に開始 

– 書評、ソフトウェア評、IT業
界論など2600本。 

– 書評は1700冊超 

– NHK「クローズアップ現代」、
新聞、雑誌、ラジオで紹介
されアクセス増える 
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『情報力』  

• 2009年1月9日発売 

• 翔泳社 980円 

 

• 「膨大な情報や頭のもやも
やをスッキリさせる」 

• これまでになかった「情報」
を「知恵」にする技術 

 

• アタマとデジタルツールをフ
ル活用して“ハイパー個人” 

 



最近の本 

  



こんなときだからこそ先人の知恵 

• 大震災の夜の初動 Ａｍａｚｏｎに大量注文 

 

• この一カ月で 震災・原発・復興関連で５０冊
の書籍を読みました。 

 



【ルール】 
おすすめ書籍には 



原発震災 

 



放射能で首都圏消滅 
誰も知らない震災対策 

浜岡最大の4号炉が爆発して、放射能が

風下の首都圏を襲った場合、がんによる
死亡者数は191万人に及び、もしも5機の

原子炉がドミノ倒し的に次々と爆発した場
合には、30万人が死亡すると予測してい
る。 
チェルノブイリでは半径320キロに避難勧
告が出ており、600キロ離れた距離でも人

が住まないほうがいいレベルに汚染され
た土地がある。 
浜岡にはチェルノブイリの1000倍の放射

能があるから、万が一には「首都圏消滅」
ということになる。 



原子炉時限爆弾 

 
反原発の代表的な論者 広瀬隆 
 
１５年ぶり原発震災の警告本出版＇2010年８月（ 
 
東海大地震→浜岡原発メルトダウン→日本壊滅 
 
それが起こる可能性はほぼ１００％ 
 

ジャーナリストとしてタイムリーな警告を、３０年
間出し続けてきた書き手。科学者ではないので、
やや背景データの信頼性に疑問も。 
 

危険かもしれない情報を広範囲に知ることがで
きるアラート本。 



ブルー・ロージス―自選作品集 

 冒頭収録作の『パエトーン』は1988

年に尐女漫画雑誌に掲載された
異色作。 
 

原発の危険性を直接的に問題提
起している。発表時期はチェルノブ
イリ原発の事故から二年後。広瀬
隆の『危険な話』を読んで原発問
題に関心を持った漫画家が、情報
を調べて、とてもわかりやすく具体
的に、事故の怖さを読者に訴えか
けていた。 

電子書籍で無料公開中 
http://usio.feliseed.net/paetone/ 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/post-1414.html
http://usio.feliseed.net/paetone/
http://usio.feliseed.net/paetone/
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新版 原発のどこが危険か 
世界の事故と福島原発 

 

「日本ではめったに停電は発生しない。その
発生確率は、年間平均100分の1程度であろう

か。さらに非常用ジーゼル発電機の信頼性も
高いので、必要地の起動失敗確率は、一台当
たり平均1000分の1程度と評価されている。原

発にはそれが最低二台設置されている。その
ためにすべての内部交流電源が喪失する確
率は、年間平均１億分の1と評価されている。

日本ではステーション・ブラックアウトは、炉心
溶融に結び付く深刻な起因事象とは位置づけ
られていない＇NUREG/CP0115[1991]（。」 

十五年も前に、米国製原発においてステー
ション・ブラックアウト(全交流電源喪失)が大

事故につながる可能性が大きいということを
指摘 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1425.html


核エネルギーと地震 

 2007年の中越沖地震では、震源から23キロ

の距離にある柏崎刈羽原子力発電所が震度
6強の揺れに襲われた。 
 
地震のP波を感知して最大加速度を受ける前

に核反応を自動停止させて、事なきを得たと
いう事象の調査を行い、原発の安全性と問題
点を技術と危機管理体制の２つの視点から、
説明している。 
 
結論としては、 
 
・日本の原子力発電所は耐震技術は世界一 
・しかし、政府機関の危機管理に問題がある 
 
というもの。 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1416.html


核爆発災害 
そのとき何が起こるのか 

 
著者は広島大学原爆放射線医科学研究所助
教授を経て札幌医科大学教授となった被爆の
専門家。９．１１同時多発テロがきっかけで核
テロ攻撃に対する被害のシミュレーションや、
核爆発被害に対する防災・防護の研究に取り
組んでいる。 
 

永田町の上空６００メートルで２０キロトンの核
爆弾が爆発すると、直後に直径２２０メートル
の火球が都心上空に出現し、核爆発災害で
東京都心は壊滅する。２キロ以内の建造物は
９９％が再利用不能なレベルに破壊される。
品川や上野や池袋も３９％の建築物が再利用
不能の損傷を受ける。５０万人が犠牲になる。
負傷者数は３００万人から７００万人に及ぶと
計算されている。 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/post-1415.html


「１０００分の１シーベルトの全身被爆のリスクは、１０万
人の公衆がこの被爆を受けた場合、そのうち５人が将来
致死がんを発症する確率になる。 
 

このリスクを他の種類のリスクと比べてみよう。タバコ５０
本の喫煙による将来の致死がんの発症や、自動車で５
０００キロメートル走行して交通事故で死亡する確率と、
この線量のリスクが等しいと考えられている。 
 

毎日２０本のタバコの喫煙を３０年間続けると、２２万本
の喫煙となり、放射線換算で４．３シーベルトの半致死線
量に相当する。」 



原子力事故自衛マニュアル 
「あなたと家族を原子力災害から救う５０の方法」 

たとえば自衛で大切なのは被曝を避けるということ
だが、全身への予測線量が10ミリシーベルト以上
なら、建物の中に退避する。50ミリシーベルト以上

なら遠隔地に避難する。このとき、場所の違いによ
る被曝の差 
＇ガンマ線の場合（ 低減係数 
屋外           １．０ 
自動車内        １．０ 
木造家屋        ０．９ 
石造り建物       ０．６ 
木造家屋の地下室  ０．６ 
石造り建物の地下室 ０．４ 
大きなコンクリート建物０．２以下 
＇扉および窓から離れた場合（ 
 

自動車や木造家屋は退避しても被曝をよける効果
がほとんどない。コンクリートの建物の奥深くや地
下に逃げられればベスト。 
 
 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1421.html


内部被曝で気をつけるべきは、 
 
１ 牛乳 
２ 穀物や野菜、特に葉っぱもの 
 

影響が出やすいのは牛肉より牛
乳、葉っぱものは直接放射性物質
を浴びるので危険。 
 

被曝の人体への影響も簡潔にま
とめられている。低線量被曝の影
響は多くが晩発性なのが恐ろしい。
影響が明らかになるのが白血病
で被曝から６～7年後、ガンで被曝
から数十年後 

たとえば１万人の人が１シーベル
トの被曝をしたとします。このとき、
やがて発生するガン死者の数は、
アメリカの科学アカデミーの場合
は500人、日本の放射線影響研究
所は1700人としていました。ある

いはアメリカの科学者ゴフマンは、
4000人としています。 



放射能と放射線 

  



人は放射線になぜ弱いか 第3版 

 現在の定説「放射線はどんなに微量でも毒」
への科学的反証 
 

放射線の健康影響資料と動物実験を厳密に
調査し、尐しの被ばくなら危険ではない多数
の証拠を記述。 
 

最近の生命科学でわかりはじめた「人体防御
機能のすばらしさの秘密」の一部を紹介。 
 
「放射線は尐しなら心配無用」 
 

信頼できる専門の科学者が書いている。技術
的な詳細にまで言及しているので若干理系の
読者向け、放射線の人体影響の古典。 



本当は怖いだけじゃない放射線の話  

 
「生命は海で生まれたから体内に海水と同じ濃度の塩
分を持っている───という有名な話をご存じのはず。だ

から何を食べても塩分を摂取していることになるし、適
度の塩分がないと生命を維持することもできない。 し
かし、摂取量が多すぎると高血圧を引き起こしやすくな
る。一日あたり十グラムを超えるあたりから、高血圧に
なる可能性が"確率的"に上がってくるとされる。 さら

に摂取量がヒトケタ上がると、生命が危険にさらされる。
一度に二百グラムを超えて摂るようなことがあると、ほ
ぼ"確定的"に死に至るとされる。」 
 

自然放射線は一年間に平均２．４ミリシーベルト、一週
間に０．０４～０．０５ミリシーベルトあるが、１年間に２０
ミリシーベルト、つまり年間平均の１０倍ほどならば、５
０年間にわたって浴び続けても、急性の影響はない。
逆に微量の放射線が、がんや白血病を抑える可能性
があるとする「ホルミシス効果」という説を紹介している。 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1427.html


内部被曝の脅威 

 広島の被ばく患者の救援にあたっ
てきた医師と、ドキュメンタリー映
画『ヒバクシャ』を制作したノンフィ
クション作家が共著で内部被ばく
の脅威の実相に迫る。 
 

六十年間の臨床例と国内外の放
射線医学の研究データを用いて、
微量な放射線は自然界にも存在
するから被ばくしても大丈夫という
神話を覆す。 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4480062416/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books


【これ以下は安全といえるしきい値はない】 

放射線にこれ以下なら無害というしきい値はない。自然と人工の放
射線は身体への影響が異なる。0.01から0.1グレイの最小線量でさ
え、生物組織に有害であることを示す研究結果がいくつも存在する 
 
【微量の方が危ない】 

長時間、低線量放射線を照射する方が、高放射線を瞬間放射する
よりたやすく細胞膜を破壊する ペトカワ効果。放射線分子が体液中
の酸素分子と衝突し、電気を帯びた毒性の高い活性酸素(フリーラ
ジカル)を作り出す。フリーラジカルは数が多いとぶつかり合って、も

との酸素分子にもどって非活性化するが、数が尐ないほど暴れて
細胞を損傷する。 
 
【自然放射線と人工放射線は違う】 

人工放射線は体内の特定器官に集中、濃縮される性質を持つ。ヨ
ウ素131は甲状腺に蓄積され、ストロンチウム90は骨に沈着する。
セシウム137は骨、肝臓、腎臓、肺、筋肉に沈着する。諸外国の方

が日常的な放射線は量が多いのだから、日本で尐しくらい増えても
大丈夫という解釈はできなくなる。 



低線量内部被曝の脅威 
原子炉周辺の健康破壊と疫学的立証の記録 

 
アメリカでは１９５０年～１９８９年 全国で白人
女性の乳がん死亡率が２倍になっている。 
 
全米３０５３郡で乳がん死亡者数を調査 
 
原子炉から 
 
１６０キロ外 死亡者は減尐か横ばい 
 
１６０キロ内 死亡者が増加 明らかな相関 
 
 

原発通常運転時の大気や海水への放射線放
出が原因か。これ以下は無害という「しきい
値」はないという説 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4846111059/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books




放射線本 約２０冊 
いろいろ読んで私の見解 

• 微量の被曝は危険？ 放射線量簡易計算ツール 
Radibob フリーソフト 



東日本の住民の今後２０年間の原発事故起因の被曝量 
 
１～１００ミリシーベルトの間に収まる見込み 
 
被曝量が1ミリ・シーベルト増えると１０万人中５人のガン
死亡が増える 
 
 １ミリシーベルト １０万人中 ５人死亡 ０・００５％ 
 10ミリシーベルト １０万人中 ５０人死亡 ０．０５％ 
100ミリシーベルト １０万人中 ５００人死亡 ０．５％ 
 
首都圏３０００万人 → １５００人～１５万人が死亡する 





日本の死因の３分の１はガン 
正確ながん死亡率＇男性：26.5％ 女性：16.1％（ 

 
放っておいても 
１０万人中 ３３３３３人がガンで死亡する 
 
だったのが、原発の影響で 
 
１０万人中 ３３３３８人～３３８３３人が死亡する 
 
３０年後には統計の誤差に埋もれる可能性大 
 
 このリスクを怖がる人が真の賢い人 



『ものをこわがらなさ過ぎたり、こわがり過
ぎたりするのはやさしいが、正当にこわが
ることはなかなかむつかしい』寺田寅彦 

「天災は忘れたころにやってくる」 



大津波 

  



三陸海岸大津波 

 三陸海岸は昔から何度も大津波
に襲われている。記録にあるだけ
でも、西暦８６９年から２０１１年ま
でで２１回に及ぶ。１千年以上に
わたっておよそ５０年おきに被害を
こうむってきたことになる。 
 

作家 吉村昭が、直近の明治２９
年、昭和８年、昭和３５年の大津波
について、綿密な取材をもとに、そ
の全容を綴ったドキュメンタリ作品。
初版は昭和４５年６月。 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/post-1409.html


津波災害 
減災社会を築く 

 

災害研究の第一人者が書いた津波
への備えと対策。被害を最小に抑え
る「減災」の視点から、津波という現
象の分析と、発生した時に私たちが
とるべき具体的施策が示されている。
島国の日本人ならば全員が読んで
おくべき内容。 



５０センチの津波でも０．３トンの力が働いて、転倒して
流される。 

２メートルで浮いた家具が天井に当たり家全体を浮上
させる 
第一波より第二波が大きい 
津波→高地移転→不便→１０年で元の場所→津波 

１分から３分、震度６で揺れたら、津波が来ると素人判
断してOK 

津波の碑に注意 知恵が書いてある ＇船に逃げるな（
過去の最高到達点にひっそり災害経験を語り継ぐこと
の重要性 

東京が大津波に襲われると、沿岸部浸水、地下鉄水没、
３２０００人が犠牲に。 
”八重洲”も”梅田＇埋田（”という地名 



復興 

  



災害からの復興 
広島、チェルノブイリ、ロンゲラップ環礁の調査から 

広島の原爆、チェルノブイリ原発事故、ビキニ
諸島被災の３つの核災害の復興事例を話す。 
 

「チェルノブイリを訪ねて考えたこと、学んだこ
とは、まず一般の人たちに急性放射線障害は
なかったということです。甲状腺がんが後年発
生しましたが、その主な原因は汚染した牛乳
の流通による甲状腺の被爆でした。原子力緊
急時に住民の放射線防護は可能であること
がわかりました。」 
 

チェルノブイリの甲状腺被曝の８０％が放射性
ヨウ素に汚染された牛乳によるものだというこ
と。残り２０％が汚染された空気の吸引など。
核兵器による核災害と違って、原発事故の場
合には、水や食物を通じた長期にわたる体内
被曝が大きな脅威となる。 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1416.html


復興計画 
幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで 

 幕末・明治の大火復興 

関東大震災と帝都復興 戦災復興院＇省と同
格（による 後藤新平の活躍 
１９３０年代の各地大火の復興 
第二次大戦戦災の復興 
阪神淡路大震災の復興 
 

「当初計画より縮小されたとはいえ、戦災復興
事業は１６００年前後に建設された我が国の
近世城下町、宿場町の都市形態を一新し、戦
後の高度成長を支える中心市街地のインフラ
をつくりあげた。日本の歴史の中で、全国一
斉に都市が計画的に建設されたのは、安土
桃山・江戸初期の城下町建設とこの戦災復興
事業の二度のみである。」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/post-1412.html


「災害復興に際しては、まず、都市
計画と住宅に絞ってビジョンと方針
を早急に、一か月以内に、荒削りで
あっても素案の形で公表し、それと
同時に、建築制限を行い、住民の
理解、議会と世論の反応を踏まえな
がら成案としていくやり方が望まし
かった。」 
 

たとえば関東大震災の翌日に、後
藤新平は内務大臣として、東京復
興の基本方針を発表し、矢継ぎ早
に手を打つことで、成果をあげた。
まだ復興の話なんて早いというのは、
間違いかもしれないのである。 



希望のつくり方 

 「希望学」の提唱者で東大社会科学研究所教授 玄田有史
氏の近刉。 
 

「希望は「気持ち」「何か」「実現」「行動」の四本の柱から成り
立っている。希望がみつからないとき、四本の柱のうち、どれ
が欠けているのかを探す。」 
 
希望学では希望を、 
   「行動によって何かを実現しようという気持ち」 
   Hope is a Wish for Something to Come True by Action. 
と定義している。 
 

幸福は継続を求めるが、希望とは変化を求めるものだ。過去
数十年のニュースにおいて「希望」と一緒にでてくる言葉の
トップは「水俣」＇病（だったそうだ。苦しい現実、過酷な状況
を良い方向に変えたいと願う気持ちが、希望には宿っている。 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/post-1410.html


災害の心理学 

  



人は皆「自分だけは死なない」と思っている 
防災オンチの日本人 

 

現実の災害や事故では、異変に気づいても、
警報を聞いても、多くの人間が様子を見るだ
けで逃げなかったが故に死んでいる。恐ろし
いのは人間心理の集団同調性バイアスであり
「皆がいるから大丈夫」という客観的合理性に
欠ける判断だ。自分の五感が危険を感じたら、
周りが騒いでいなくても、ひとりで＇できれば呼
びかけて（とっとと逃げるのが正解なのだ。 
 

「一般に災害が発生すると人間はパニックに
陥ると信じられているが、それは間違いである。
今は昔と違って情報過多の時代なので、ひと
つの誤報やデマでその場の全員がパニックに
陥るケースは尐ない。最も危険なのはパニッ
ク神話を恐れるあまり、持っている危機情報を
公開しないことである。正しい情報が入ってこ
ないと分かったときに、本当のパニックは起こ
る。」 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1422.html


大邱地下鉄放火事件＇テグちかてつほうかじ
けん（は、2003年2月18日9時53分＇現地時間（

頃、大韓民国大邱広域市で発生した地下鉄
列車への放火事件。１９２人が死亡。 



人はなぜ逃げおくれるのか 
災害の心理学 

 一番死亡しやすいのは年齢の高い男性単身者
だそうだ。逆に一番助かりやすいのは家族で行
動を共にした避難者であるとのこと。若いほど生
存確率は高い。家族の絆による信頼感と無償の
援助、心理的な安心感が生存確率を二倍にも高
めるというデータが出てくる。 
 

マスメディアやパーソナルメディア＇近所つきあい
など（への接触の多い人間は早めの避難行動を
取る傾向があり、助かりやすいという結果もある
が、悲しい現実として、お金持ちほど助かりやす
いという検証データも提示されている。 
 

他にも多数の生存者のプロフィールや行動パ
ターンが明かされているが、結論すると、冷静沈
着で、情報にもとづき意思決定をし、生存への意
思の強い家族が、避難の理想。 
 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2004/03/post-66.html


地震や大火災は、都市の歴史の時間軸を強制
的に進める効果があるという仮説 
 

神戸の震災では一応の復興は成しえたものの
経済的な後退感は否めない。それはもともと神
戸という街が経済的には下降期にあったから。 

逆に関東大震災に見舞われた東京は、それを
機に都市計画を整備し、震災以前よりも首都と
して成長することができた。 

古今東西の事例から考えても、長期的に見るな
らば、成長期の災害は一層の成長に、衰退期
の災害は一層の衰退につながるという説。 



災害ユートピア―なぜそのとき特別な
共同体が立ち上るのか 

 大爆発、大震災、大洪水、テロ。大災害が発
生した直後には、必ず人々の助け合いのコ
ミュニティが出現する。無償の愛で困っている
人を助け、絶望している人を励ます。普段は
眠っていた人々の創造性が発揮される。その
特別なコミュニティのことを著者は災害ユート
ピアと呼ぶ。 
 

現実の大きな災害直後の市民の特徴は冷静
沈着だ。パニックになる確率はゼロに近い。
人々は混乱のさなかにも、冷静に救助活動を
開始し、生存確率を高めるために柔軟に行動
していた。略奪やレイプは起きない。 
 

人間は危機に際して、本質的に利他的であり、
冷静に行動できるのに、エリートのパニックと、
メディアの思い込み報道が、災害ユートピアの
可能性を妨害していると著者は指摘している。 
 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/post-1401.html


安全と安心の科学 

 
”人は間違う”を前提とした「フールプルーフ」機構
と、間違いが起きても大事には至らない「フェイル
セーフ」機構が安全戦略の基本である。 
 
しかし、安心した状態こそ危険 
 

システムの中で、「安全」は絶対的な価値として追
求されなければならないが、それで「安心」が保障
されることは避けなければならない 
 

車の運転にしても、安全機構が充実すればする
ほど、運転手は尐し乱暴に扱っても平気だろうと
考えて無謀な運転をしてしまう。いくら安全にして
も使う側が安心で気を抜くので、リスクの大きさは
変わらない「リスク恒常性」が発生している。 
 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2005/01/post-191.html


奇跡の生還へ導く人―極限状況の
「サードマン現象」 

 サードマンとは極限状況下の遭難者の傍に現
われ生きろと励ます謎の存在。生死のかかっ
た登山、南極探検、北極探検、海底洞窟探検、
漂流者、９．１１テロ時の世界貿易センタービ
ルなど、古今東西の奇跡の生還者たちの多く
が、自分はサードマンに助けられたと証言して
いる。彼らの証言は驚くほど似ている。危機に
舞い降りるこの守護天使は何者なのか。 
 

正体不明のサードマンに若干のロマンは残す
ものの、基本的には脳のメカニズムに原因を
求める。脳には人の気配を感じるスイッチが
あり、それが押されると傍に誰かがいるかの
ように濃密に感じさせる機構があることがわ
かっている。 
 
 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/10/post-1319.html


単調さ、孤独、睡眠不足、酸素不足など複数
の要因が重なってこのスイッチがオンになると
サードマンは降臨する。 
 

「苦難のあいだにも最後には救われると信じ
る人の方が、救済者をよく体験する」そうだ。
死にそうな時に救いの天使の幻覚を見ること
で、生きる力を発揮できる人は、生き残りやす
い。進化のプロセスで、ポジティブなサードマ
ンを見る人たちが多く生き残ってきたというこ
となのかもしれない。 



ケアの本質―生きることの意味 

 

「人は自分の場を発見することによって自分
自身を発見する。その人のケアを必要とし、ま
た、その人がケアする必要があるような補充
関係にある対象を発見することによって、その
人は自分の場というものを発見する。ケアす
ること、ケアされることを通じて、人は自分が
存在全体＇自然（の一部であると感じるのであ
る。」 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1423.html


危機管理 

  



地震前後ツイート 
http://sembo.jp/zengo/ 

http://tvnews.jp/data/jishinzengotweet_daiya.jpg
http://sembo.jp/zengo/
http://sembo.jp/zengo/
http://sembo.jp/zengo/
http://sembo.jp/zengo/
http://sembo.jp/zengo/


なぜ危機に気づけなかったのか  
組織を救うリーダーの問題発見力 

 
問題解決力と問題発見力は別物。 
 

ケネディ政権で国防長官を務めたロバート・マ
クナマラ氏は、ハーバード・ビジネススクール
で行った講義の中で、MBAのケーススタディ

は役に立たない。なぜなら学生に何が問題な
のかを教えてしまうからだ、と言った。 
 

解決すべき問題が何か、なかなかわからない
ことが現実の問題なのだ。 
 

自分の知らない何かに常に注意を向けること、
自分が何を知らないのかを追求し続けること、
それがリーダーの問題発見力の基本 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/post-1413.html


効果的に問題を見つける 

    ７つの行動 

1. フィルターを避ける  

2. 人類学者になる 

3. パターンを探す 

4. 点を結びつける 

5. 価値のある失敗を奨励
する 

6. 話し方と聴き方を教える  

7. ゲームの録画を見る  

 

  「フィルターを避ける」 

   ための５つの手法 

1. 自分の耳で聴く 

2. さまざまな意見を探して
聴く 

3. 若い人とのつながりを
持つ 

4. 周辺部にも足を伸ばす 

5. 利害関係者でない人と
話す 

 



最悪の事故が起こるまで 
人は何をしていたのか 

 
チェルノブイリ原発事故、スペースシャトル・
チャレンジャー号爆発事故、スリーマイルアイ
ランド原発事故、エールフランスのコンコルド
墜落事故、ハッブル宇宙望遠鏡の主鏡研磨
失敗、アポロ一号の火災事故など、古今東西
数十件の世紀の大事故をケースとしてとりあ
げ、事故の発生メカニズムと人的要因を分析
した本。 
 

これらの大事故をまねく物質の組み合わせが
あるという分析がある。水と電気と酸素である。
水が電気回路をショートさせ、酸素が火災や
爆発を引き起こす。巨大な石油掘削装置オー
シャンレンジャーを沈没させたのは、嵐の夜に
窓から入ってきて制御室を濡らした尐しの海
水であった。 

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004893.html


防災ゲームで学ぶ 
リスクコミュニケーション 

「クロスロード」 

• 社会心理学者とゲーム
デザイナーが阪神大震
災の調査を基に作り上
げたリスクコミュニケー
ションの体験学習ゲー
ム。 

 

• 普遍的正解は存在しな
いという前提で設計。 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/12/post-1125.html


クロスロードの結論 

• 対策は常にトレードオフ 

 

• 不確実な時代に立ち向かうには 

–正解は存在しない 

–創造的且つ主体的にリスク状況のリアリティを構
築する 

–  組織に特有な事情や価値観に従ってローカル
な合意を生成する ことが重要。 



停電とエネルギー 

  



自然エネルギーの可能性と限界 
風力・太陽光発電の実力と現実解 

 ２００９年の発電 
総出力 ：約２億３７００万キロワット 
火力     ：約１億４３００万キロワット 
水力   ：      ４５００万キロワット 
原子力 ：           ４９００万キロワット 
風力＋太陽光などは合計で０．２％ 
 

風力の発電施設の規模に対して、火力は
2835倍、水力333倍、原子力2300倍もある。 
 

風力の平均設備利用率は２０％程度に過ぎな
いし、大規模な風車の立地は限られてしまう。 
 

太陽電池は高コストの上に年間の日照時間
が尐ない日本は向いているとはいえない 
 

再生可能エネルギーの活用、現在あるエネル
ギーシステムの改良＇効率向上（、徹底した省
エネ化 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1418.html


文学の力 

  



九００日の包囲の中で 

第二次世界大戦の独ソ戦における戦闘のひ
とつ。レニングラード包囲戦。 
 

９００日間にわたってレニングラードがドイツ軍
によって包囲。飢餓、砲爆撃によって、ソ連政
府の発表によれば67万人、一説によれば100
万人以上の市民が死亡した[2][3]。これは日

本本土における民間人の戦災死者数の合計
＇東京大空襲、沖縄戦、広島・長崎を含む全
て（を上回る。 
 

厳寒と飢えに苦しむ中での音楽コンサートが、
市民の心をいやすシーン 



現代社会の理論 
情報化・消費化社会の現在と未来 

 

「たとえば絵画や詩の美しさは、それが使用す
るキャンバスの巨大さやパルプ材の量とは基
本的に無関係である。あるいはいっそう人々
の日常の生の内にあるもの、歌や笑いや性や
遊びのさまざまな形、他者や自然との直接の
交歓や享受の諸々のエクスタシーは、＜消費
＞の原義それ自体であるが、つまり、＜他の
何ものの集団でもなく、それ自体として生の歓
びでもあるもの＞だけれども、それはどのよう
な大量の自然収奪も、他社会からの収奪も必
要としない。」 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1420.html


停電の夜に 

 
若い夫婦ショーバとシュクマールの住
むマンションで、午後８時から１時間の
停電が５日間続くという知らせが届い
た。大学の研究者である夫と教育図
書の校正をする妻。二人の関係は、子
供の死産以来、冷めきっていて、家の
中でも顔を合わせることが稀だった。 
 

停電を機会に二人はロウソクを灯して
向かい合い、一夜に一つずつ、お互い
の秘密の打ち明け話をすることにした。
夫婦の関係を修復するはずだった夜
の会話の試みは、しだいにきわどい部
分へと立ち入っていく。 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/post-1405.html


苦海浄土 

 
患者たちの生々しい声を軸に、水俣病の悲惨
と公害事件の不条理を世に訴えた石牟礼道
子の代表作。初版は1968年。 
 
“おとなのいのち十万円 
こどものいのち三万円 
死者のいのちは三十万” 
 

どうしても今の状況で読むと、水銀が放射能
に、チッソが東京電力にだぶってくる。水俣病
の補償と救済は、半世紀が経過した現在でも
まだ完全には終わっていない。原発の放射線
被害はまだその全貌がわからないが、新たな
苦海浄土を生み出しつつある。今度は鎮魂に
半世紀かかるだけで終わらず、放射能を鎮め
るのに何万年もかかる。企業や政府や住民は、
高度成長期の公害問題での経験をどれだけ
活かせるだろうか。 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1424.html


タッチ 

 
結婚4年目の若い夫婦バーニーとカレンは不

妊に悩んでいた。カウンセリングを受けるが成
果はなく、二人の仲はぎくしゃくしたものになっ
ていく。そんな時、バーニーの勤務先で放射
能事故が発生する。会社の発表によれば、汚
染は最小限にとどまり大惨事は防がれたとい
うが、事故から数週間後、バーニーとカレンの
体には吐き気やめまいなどの奇妙な異変が…。

しかもこの最悪の時期に、カレンの妊娠が判
明する。はたして、胎児に放射能の影響はあ
るのか?夫婦はこの子に生を与えるべきか?―

突然の災厄に翻弄される夫婦が経験する、愛
の崩壊と再生の軌跡を描きあげた衝撃作。  
 

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004708.html


アトミック・カフェ 

 
大統領ジョージ・W・ブッシュの従兄弟で、マイ

ケル・ムーアが師と仰ぐケヴィン・ラファティ監
督作。原爆、反共にまつわる1940～50年代の

ニュースや広報フィルムを通し、アメリカのプ
ロパガンダ戦略を見せるラジカルなドキュメン
タリーDVD。 

原爆開発と投下の正当性や、原爆実験参加
の安全さを、国民に納得させるための政府が
作った広報映像の数々。当時は大真面目に
製作していたのだろうけれど、今、見ると風刺
漫画のような世界。 

エノラ・ゲイ乗員の原爆投下作戦の独白、ビキ
ニ環礁で島民に避難要請のため説明を行う
米兵の記録映像、ネバダの実験場でキノコ雲
に向かって進軍する訓練の模様 

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003460.html


たとえば、映像にはこんなシーンが出てくる。 
 

「原爆が落ちても伏せれば大丈夫」  
 国民向けの緊急時対策の放送 

 

「放射能は浴びてもたいした問題にはならない」  
訓練中の兵士に教育 

 

「爆心地から20キロも離れていれば大丈夫」  
テレビ放送 

 

「何度か実験を見たが原爆の爆発は美しいものだ」  
原爆実験の従軍牧師 

 
ぜんぜん大丈夫じゃないのは今は誰もが知っている。 
 
映像に一切、批判的なナレーションや解説を入れない。そうすることで逆に大本
営発表の嘘の深さと、だましだまされた時代の滑稽さを浮き彫りにする 



核時代の想像力 タルコフスキー 
映画『ストーカー』 

 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/08/post-805.html


映画『サクリファイス』 

  



『渚にて』の映画化 

 
第三次大戦が勃発、水爆戦争はすぐに終結し
たが、放射能におおわれた北半球の諸国は
死滅していった。アメリカ原子力潜水艦スコー
ピオン号は放射能帯を避けたが、人類の最後
は目前に迫っていた 



オリクスとクレイク 

 

バイオテクノロジーが暴走して、人類は絶滅し、
最後の一人になってしまった主人公が、そこ
に至るまでの科学の破滅の道のりを回顧する。 



茨木のり子詩集 



『さくら』 
 
ことしも生きて 
さくらを見ています 
ひとは生涯に 
何回ぐらいさくらをみるのかしら 
ものごころつくのが十歳ぐらいなら 
どんなに多くても七十回ぐらい 
三十回 四十回のひともざら 
なんという尐なさだろう 
もっともっと多く見るような気がするのは 
祖先の視覚も 
まぎれこみ重なりあい霞立つせいでしょう 
あでやかとも妖しとも不気味とも 
捉えかねる花のいろ 
さくらふぶきの下を ふららと歩けば 
一瞬 
名僧のごとくにわかるのです 
死こそ常態 
生はいとしき蜃気楼と 



ようこそ地球さん 

 • 『処刑』 

http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/05/post-1213.html


囚人が流刑の星に流されて、ボタン付きの銀の玉を渡される。なにもない荒野の
星。水に溶かせば食べられる食料はもたされているが肝心の水がない。銀の玉の
ボタンを押すたびに空気から抽出した水が玉から出てくる。だがある確率で銀の
玉は大爆発して囚人を殺してしまうと告げられている。荒野にはそこらに爆発の跡
が見られる。 
 

囚人は最初のうちは決死の覚悟でボタンを押した。出てきたコップ一杯の水で渇
いたのどを潤した。尐ししてまた押してみた。意外にも大丈夫だ。何度目で爆発す
るかは誰にもわからない。やがて囚人の感覚は麻痺して、ボタンをどんどん押して
風呂にまで入る。 
 
何かをするたびに未知の確率で死ぬかもしれない。 
これって地球の普通の生活と同じじゃないかと囚人は悟ったのだ。 
 

中学生だった私は、この話に感動した。そういう考え方があったか。人生は未知の
確率の連続だし、人類の死亡率は何をしたって最終的には１００％だ。ボタンをど
んどん押すべきだなあ、と。大人になって起業したのは、この話の影響も１％くらい
はあるような気がしている。 



こんなときだからこそ先人の知恵 

• 大震災の夜の初動 Ａｍａｚｏｎに大量注文 

 

• この一カ月で 震災・原発・復興関連で５０冊
の書籍を読みました。 

 



知識と勇気 



メール 

• Daiya@datasection.co.jp 
•ぜひひとこと感想を。 
•折り返しPDFで資料を送ります。 
•次回から通常メニュー 
• ５月下旬を予定 
• １９：００－です。 

mailto:Daiya@datasection.co.jp

