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1 ．はじめに

　 自治 体 は，災害 に際 して ，住 民 の 生 命，身体，財 産 を守

る とともに，地域の 安全を確保するた め，さま ざま な対応

を行 っ て い る．こ うした災 害対応 は 自治体 の 最 も基本 的 な

役割の 1っ で あ り，すべ て の 自治体に お い て 取 り組む べ き

重 要な 業務で あ る．一方，地 方分権 の 進 展 の 中 で，自治体

と住 民，あ るい は住民相 互 間で の 対 話 ・参加 を推進 しなが

ら 政策を 決定 ・実行 して い く 「協働 ・協治の 時 代」 を迎 え

て い る．した が っ て ，災害対応 を単に 自治体の 「行政施策」

と して 取 り組む だ けで な く，行政 と住民等 との 連携
・協力

に よ り 「協働施策」 と し て 取 り組む こ とは，新た な潮流 と

な るもの で あ り ， 今 後 の 防 災 ・減 災 の 推 進 に 当た り大 きな

テ
ー

マ と なる もの と考え る．

　筆者 は ， 福 岡県 西 方沖地震 が 発生 した 当時，福岡県 にお

い て 危機管理 を 統括する 立 場か ら福 岡市等 と連 携 し て 災

害 対応 に従 事 し，そ の 後，内閣府 にお い て国 の 防災行政の

総合調整 を行 い な が ら 自治 体 の 災害 対 策 をバ ッ クア ッ プ

して きた 経験を通 じ，福岡県西 方沖地震 に 対す る 種々 の取

組 み に 関 心 を寄せ て きた．

　 こ の よ うな中で ，特 に 玄界島に お け る 災害応急，復 旧
・

復興等 の 過 程 を 通 じて 示 され た 行政 と住民等 と の 「協働」

の 取組み は，今後 の 災害対応 の あ り方 に さま ざまな示 唆 を

与 える もの で あ る と強 く感 じ るに 至 っ た と こ ろ で あ る，

　本稿に お い て は ，自治体の 災 害対応 及 び 自助
・共 助

・公
助 の 考え方，地方自治 と協働の 新たな潮 流等につ い て整理

し，福 岡 県及 び 福 岡市 の 行 政資 料，改 め て 実施 した 災害対

策担当者か らの ヒ ア リン グ調査，玄界島の 現地調査，島民

の 代表 の 方 々 か らの ヒ ア リン グ調 査 に よ り得 られ た 知 見

並び に筆者自身の 経験等を踏ま え，福岡県西方沖地震 に 際

し玄界 島の 災 害 対応 と して 実 施 され た行 政 と住 民 等 と の

連 携
・協力 に基 づ く事 例 等 を通 じ，「協働」 の 論 点，課 題

を考察 し，今 後 の 災害に 対す る 自治 体の 取組 み に 資 した い

と思 料す る もの で ある。

2 ．自治体の 災害対応 と 「協働 」

（1）自治体の 主な災害対 応

　 自治 体 は，災害対 策基本 法，災 害救 助 法 等の 各 種 法令 や

地域防災計画等 に 基づ き災害対応を行 っ て お り，市町村 は

基礎 自治体 と して ，都道府 県 は 広 域 自治 体 とし て，そ れ ぞ

れ応急，復 旧
・
復興，予 防の 取組み を行 っ て い る．

　 自治 体が 災害 対応 と して 取 り組 む措 置は多 い が，行政 と

住 民 等 との 連携 ・協 力 に よ る 協働 が 考 え られ る災 害 対応 と

して，特 に住 民等 との 関 わ りが大 きい と考 え られ る主 な も

の を表 1 に 掲 げ る．

表 1　 住 民 等との 関わ りが 大 きい 自治体の 災害 対応 （例 ）
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（2）災害対応 に おけ る 「協働亅

a）自助 ・共助 ・公 助

　阪神・淡路大震災以来，災害対応に おい て，自助
・共 助

・

公 助 の 連携の 必 要 性が強く認 識され て きて い る．災害対応

にお い て は，行政に よ る 公 助は も とよ り，個 々 人 の 自覚 に

根 ざ した 自助 ，身近 な地 城 コ ミ ュ ニ テ ィ 等 によ る共 助 が 必

要で あ り，社 会の さま ざま な主 体が 連携 して 防 災 ・減災の

た め に行 動す る こ とが 災 害危 機管理 の 要諦で あ る と考え

られ る．
　従 前，災害対応業務は，自治体の 責務で あ り，住民 か ら

みれ ば行 政 サービ ス で あ り，「自治体＝主体」「住民≡客体」

とい うの が 基本で あ っ た ．し か し，阪神 ・淡路大震 災 の 例

に み られ る よ うに，大規 模 ・広域災害等に あ っ て は，行政

の 対応 が 「間 に合わない 」 「届 か ない 」 「手 が足 りない 」ケ
ー

ス が多く発 生 せ ざる を得な い 実 状 が あ り，自助 ・共助 の

必 要性 が 認識され る こ ととなっ た．

　す な わ ち，従 来型 の 災 害対応 で あ る 「公 助＝行 政 が 主体」

の ほ か，「自助 ・共助＝住民等が 主体」 とな り，従前客体

とされ て い た災 害対 応 にっ い て，住 民等 が 主 体的に 取 り組

む こ とに よっ て 自らの 生命，身 体 ， 財 産 を守 り， 地域社 会

を守 ろ うとす る もの で ある．
b）自助 ・共助に おける 「協働」

　自助
・共助 と し て 住 民等 が 主体的に 取 り組む 災害対応 に

つ い て，行政は 「何 も しな い で よい 1わ けで は 決 し て な い ．
客 体 として待 っ て い たの で は，間に 合わ ない 等か ら住民 等

が 主体 と し て 取 り組 む の で あ り，状況 に応 じて 行政が 必 要

な対応 を行うべ きこ とは 当然で あ る，その 場合，住民等 の

行 う自助・共助 と行 政 の 行 う対応 とが連携 ・協 力す るこ と

に よ り，一
っ の 「協働」 の パ タ

ー
ン が表わ れる と考え る．

c） 公 助 に お け る 「協 働」

　公 助 と して 行政が 主 体 となっ て 取 り組 む 災害対 応 につ

い て も，住民 等 の 対 応 は
一
様 で は な い．行政に 任せ る 場合，

行政に 聞か れ て 意向を示す場合，行政 に住民 側 か ら意見 を

届 け る場 合，行政 と住民 との 意見 交換 の 場 を設 け る場合，
行 政 の 手 続 きの 中に 住 民 との 協議を 組 み入 れ る場合そ の

他さま ざま な対応が あ り得 る．
　 こ の 場合，住民等 が災害対応 の 客体 として で な く自 らの

意思で 積極的 に関与 して い く，
つ ま り，行政 とい う主体 の

ほか に住 民等 も も う
一

つ の 主 体 とな っ て，両者 が 対等 に，
信頼 し合い ， 役 割 分担 しっ つ 企 画 ・立案 ・実施等を行 うこ

とは ，一
つ の 「協働 」 の パ ターン とな る もの と考える．

3 ．地方自治と 「協働 」

　地 方 自治 の 新 しい テ
ー

マ で ある 「協働」の 潮流 に つ い て，
地方 分権 との 関連や福岡県 ・福岡市に お ける取組みを整理

す る と，次 の とお りで あ る．

（1）地 方分 権の 推 進 と 「協働 亅 の 潮流

　地 方自治 にお い て，行政 と住民 との 関係は 重要な 要素で

あ り，従来 か ら，住民 の 声 を よ く聞 き，住 民 の ニ ーズ を把

握 し，住 民 の た め の 行政が 行われ る よ うに 努力 され て きて

い る とこ ろで あ る．

　近年は，住民 の 行政に 対する 関心，関 与が 大 き くな っ て

きて お り，
「行 政 に 対 す る住 民等の 参加 ・参画」 の み な ら

ず，さらに 「行政 と住民 等 との 連 携 ・協力 1 が求 め られ る

な ど ， 住民 の 立 場 が 単に 「客体」で あるとい うこ とか ら 「主

体」 と して の 役割 を担 うよ うに変化 して き て お り，「行政

と住 民等 との 協働 」が 地方 自治の 重要 な コ ン セ プ ト とな っ

て きて い る．こ の よ うな 時代 の 潮 流は，住 民 1 人 ひ と りが

納税者意識の 向上 を含め，行政，地方自治 をよ り強く意識

す る よ うにな っ て きた こ とを根 底 に，町 内会 ・自治会 とい

っ た コ ミ ュ ニ テ ィや，NPO ・ボ ラ ン テ ィ ア の 活 動が 活性

化 し て きた こ とと も関連 して お り，
こ の こ と は阪 神 ・淡 路

大 震災が 1つ の きっ か け とな っ て い る と考 え られ る．
　 また，地方分権改 革にお い て団体自治 と住民 自治の 拡充

が進 め られ る 中で ，特 に 住民 自治 の 具 体 的な方策 と し て

「協働 の 取組みが提唱される よ うに なっ て きて い る．
　 す な わ ち，地 方分 権推 進委 員 会 は．平成 8 年 3 月の 中 間

報告に お い て，
「こ の 種 の 総合行 政 と公 私 協働 の 仕 組 みづ く りは，国の 各

省庁別の ，さらに は各局別の 縦割りの 行政シ ス テ ム を もっ

て し て は 到底実現で き ない ，こ の 種 の 仕組 みづ く りは地方

公 共 団体の なか で も，住民 に 身近な基礎的地方公 共団体で

あ る市町 村の 創意工 夫に 待 っ ほか はな い ．

　そ こで こ の 際，来 るべ き本 格的な高齢社会 と少 子 化 社会

に的 確 に対応 す るた め に も，地 方分 権を推進 し，行政の 総

合化 と公 私協働 を促進 す べ き で ある．」
「協働 と支え合 い 一1くら しづ く り行政」が効果的に 展開

され るた め に は ，受益 と負担 との 関係 を認識 した上 で 地方

公 共 団 体 と住民 が 協働 し て課題の 解決に 当た る とい う決

定 ・実施 シ ス テ ム が 必要 で あ る，」
　ま た，平成 13 年 6 月 の 最終報告に おい て，
「最後に，地 方公 共 団体の 男 女 を 問わず す べ て の 住 民 に 対

し て 訴えて お きた い こ とが あ る．地方自治 とは ，元来，自

分た ちの 地域 を 自分 た ちで 治 め るこ と で あ る、地域住民 に

は，こ れ ま で 以上 に，地 方公 共 団体の 政策決 定 過程 に積極

的 に参 画 し自分 た ち の 意 向 を的確 に反 映させ よ うとす る

主体的 な姿勢が望 まれ る ，また 地方 税の 納 税者 と して，地

方 公 共 団 体の 行政サービ ス の 是非 を受益 と負担の 均衡 と

い う観 点 か ら総合 的 に 評 価 し，こ れ を厳 しく取 捨選 択 す る

姿勢が期待され る．自己 決定・自己 責任 の原理 に 基づ く分

権 型 祉会 を創 造 して い くた め に は ，住民み ずか ら の 公 共 心

の 覚醒が 求 め られ る の で ある．そ して ま た 当面す る少 子 高

齢社会の 諸課題 に 的確 に 対応 して い くた め に も，行 政 の 総

合 化 を促 進 し，公 私 協働の 仕組み を構築 して い くこ とが 強

く求 め られ て い る．公 共 サービ ス の 提供 を あげて 地方 公 共

団体に よ る行政サ
ー

ビ ス に 依存する 姿勢を改め，コ ミ ュ ニ

テ ィ で 担 い 得 る もの は コ ミュ ニ テ ィ が ，
NPO で 担 い 得 る

もの は NPO が担 い，地方公 共 団体 の 関係 者 と住民 が協働

して 本 来 の 「公 共社 会 」 を創 造 して ほ しい ．」
と述 べ ，地 方分権 の 推 進 に 当た っ て 「行 政 と住民 等 との 協

働 」 の促 進 を強く訴 えか けて い る．

　さ らに，地 方 制度 調 査会は，平成 15 年 ll 月の 『今後の

地方自治制度の あ り方 に 関す る答 申』 にお い て ，
「我 が 国 の 地方 自治 制 度 は，平成 12 年 の 地 方分 権

一
括法

の 施行に よ り，そ の あ りよ うを一
新 し，次な る新 た な ス テ

ージ を迎 え よ う として い る．市町 村 は，基礎自治体 と して

地域 に お い て 包括的な役割を果た し て い くこ とが こ れ ま

で 以上 に 期待 され て お り， 都道 府 県 は ， 経済社 会 活 動 が 広

域化，グロ
ーバ ル 化す る 中 で，広 域 自治 体 として そ の 自立

的 発展 の た め に戦 略的 な 役割 を果 た す べ く変容 し て い く

こ とが期待 され て い る．
　 ま た，地 域にお い ては，コ ミュニ テ ィ組織 NPO 等の

さま ざま な 団体に よ る活 動が活発 に 展開され て お り，地方

公 共 団体は，これ らの 動き と呼応 し て 新 し い 協働 の 仕組 み

を構 築す る こ とが求 め られ て い る．」
「地 方分権改革が 目指すべ き分権型 社会に お い て は．地域

に お い て 自己 決 定 と 自己 責 任 の 原 則 が 実現 され る とい う

2

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Institute of Social Safety Science

NII-Electronic Library Service

エnstitute 　 of 　 Sooial 　 Safety 　 Soienoe

観点か ら，団体 自治ばか りで は な く，住民 自治が重視 され

なけれ ばならない．（中略）ま た，地域に お ける住民 サー

ビ ス を担 うの は行 政 の み で は ない とい うこ とが 重 要 な視

点 で あ り，住民 や．重 要なパ ー
トナ

ーとし て の コ ミ ュ ニ テ

ィ 組 織 ， NPO そ の 他 民 間セ クターと も協働 し，相 互 に連

携 し て 新 し い 公 共 空間を 形成 して い くこ とを 目指すべ き

で あ る．」
と述べ ，今後 の 地方 自治の 新 し い あ り方 に 関 し，地域に お

け る 「行 政 と住 民等 との 協働 」 を重要 な方向性 の 1 つ とし

て位 置づ け てい る，

（2）福 岡県 ・福岡市に おける 「協働亅の 潮流

a） 福 岡 県に お け る 「協働 」 の 推進

　福岡県に お い て は，地方 分権 に よる 自治 の 確立 の た め ，

自治体 と住民，あ るい は住 民相 互 間 で の 対話 ・参 加を推進

しな が ら政策 を決定 ・
実行 して い く 「協働

・協 治 の 時 代」

を迎 えた との 認 識 の も と，平成 15年 3 月 に 『ボ ラ ンテ ィ

ア 団体
・NPO と行 政，企 業 との 協働 に関す る基本 指針 』

を策 定 した ，こ の 中で ，
「地方 分権改革 に 関連 し て，住民 自治 の あ り方 と，コ ミ ュ

ニ テ ィ の 果 た す役割が改めて ク ロ
ーズ ア ッ プ され て い ま

す．自治の 本 質 は，住 民 の 自己 決定・自己統治に あ り，人 々

が 日常生活を営む場で ある コ ミ ュ ニ テ ィ は，そ の 基本単位

として 位 置付 け られ るか らで す，住 民 自身 が，コ ミ ュ ニ テ

ィ に お ける 課題 を発見 し，共 同 して 解決 方策 を探 り，実践

して い く仕 組 み を い か に築 い て い くか が こ れ か ら重要 と

な る で しょ う．」
「コ ミ ュ ニ テ ィ の 果 た す 「役割」 「力 」 が い か に 大 きい か

を強 く印象 付 け た の が 阪神 ・淡 路 大震 災で した．コ ミ ュ ニ

テ ィ 活 動が 盛 ん な 地域 ほ ど，住 民 自身 に よる 被 災 者 の 救

助 ・支援が 速や か に行 われ たか らで す．大震災は，社会的

セ
ー

フテ ィ ネ ッ トの 基盤 と して の コ ミ ュ ニ テ ィ が重 要 な

役割 を担っ て い る こ とを，改めて 認 識させ て くれた の で す．

　分権社会を築い て い くた めに も，コ ミ ュ ニ テ ィ を新 た な

角度 か ら再構 築す る 必 要 が あ りま す．福祉 や 教育，ま ちづ

くり， 環境 ， リサ イ クル ．防 災 ・安全な ど多 くの 分 野 に お

け る 公 共 政策 を 推 進 し て い く基本 単位 として コ ミ ュ ニ テ

ィ を位 置 付け る こ とが 求め られて い ます．」
と述べ ，地域 が抱 え る課 題 を解 決 す る た め に，コ ミ ュ ニ テ

ィ に お ける 「協働」 が重 要 とな っ て くる と指 摘 し， 協働 を

進 め るに当た っ て の 原 則 と して，  自立性   相 互 の 理 解

  目的の 共有   対 等な 関係   公 開の 原 則，の 5 つ の 基

本 的 考 え方 を示 し て い る，

　さ らに，福 岡県 に おい て は，平 成 21年 3 月 に と りま と

め られ た 『ふ くお か 発 ・協働社会づ く り〜育て よ う地域 力

つ くろ う共助社 会〜
』 の 提言 を受 け，「各主体が知恵やカ

を出 し合い ，協働の 取組が県内各地 域で 行われ る こ とで ，
地域 力 が強化 され る と ともに 新た な共助社会が生 まれ，総
体 とし て よ り良い 社会づ く りに向か うもの とな る．」 と の

認識 の も と，今 後
一

層 ，「協働」 の 取組み を推進 して い く

こ と として い る．
b） 福 岡市 に お け る 「協働 亅 「共働 」 の 取 組 み

　福 岡市 にお い て は，市民 との 「協働」 とい うコ ン セ プ ト

で 行 政 を推進す る こ との 重 要性 を認 識 し，平成 2 年 12月

の 『行政 組織 等の 見 直 しへ の 提 言
一
市民 との 協働 で 福岡ら

し さの 創造を
一
』 に お い て ，

「市 の 組織 は 市民 の た め の 組織で ある．市民 に 対する 分か

りやすさも大事で あ る し，また，今 後 は 「協働」 の シ ス テ

ム を作 っ て い く前提 と して ，市の 組織自体が柔軟で 効率的

で な けれ ばな らない 」

とされ て い る な ど ，市 民 との 協 働 に よ る行 政 の 推 進 に 努 め

て きた と こ ろ で ある ，
　そ の 後，平成 16年 度 には福岡市 の コ ミ ュ ニ テ ィ 関連施

策 の 大 きな転 換 が な され た．す なわ ち，平成 15年 度 ま で

は，市の 主導で，全市
一
律 に施策を推進 し，非常勤特別職

職 員で あ る 「町世 話人 」 を通 じ，コ ミュ ニ テ ィ へ の 行 政 情

報の 伝達や協力依頼などを実施 し て い た が．平成 16年 3

月 末 で 町 世話 人 制度 を廃 止 し，同年 4 月 に 自治協議 会 制度

を創設 し，「地域 の 住民 が 主体 となり，行政 と共働で コ ミ

ュ ニ テ ィ づ くりを進 め る」 とい うあ り方 に 平成 16年度か

ら転換す るこ と とした ．

　 こ の 新 た な コ ミ ュ ニ テ ィ施 策 の 成 果 と課 題 を検証 し，今
後 の 施 策の あ り方 を検 討 す る た め，平成 18 年 10 月 に 『福

岡市 コ ミ ュ ニ テ ィ 関連 施 策 の あ り方 検 討会 』が設 置 され ，

平成 19 年 10H に 第 1次 提 言，平成 20年 10月 に最終提 言

が行 われ，こ れ を受 け，福岡市は，『コ ミュ ニ テ ィ に 関す

る今後 の 取組み〜自治 の 確立 と共働 に 向けて〜』を とり ま

とめ，取組 みを さらに進 めてい る とこ ろで あ る．

　ち なみ に ，福 岡県西方 沖地震 は，こ の 新た な コ ミュニ テ

ィ 施 策 の 初年 度末 の 平 成 17年 3 月 に発 生 した。
　こ の 『あ り方検討会』の 第 1次提言に おい て は，
「福 岡市は，平成 16 年度 に新た な コ ミ ュ ニ テ ィ 関連施策

を創設 し ， 自治協 議会 設 立 の 提案 を行 っ て き ま した，それ

ま で の 「全市
一
律」，「分 野 毎」 の，い わ ば市が 牽引 して き

た コ ミ ュ ニ テ ィ づ くりか ら，小学校区 を基本 的な単位 と し

て ，運 営も活 動 も，住民 自らが考 え，自ら行動 し て い くス

タイ ル へ と，こ こ数年 は，大 き く福岡市 の コ ミ ュ ニ テ ィ が

変貌 を遂 げた ときだ っ た と考 えます．

　今 日の 社会情勢 は，非常に 多様化 ・複雑化 して い ます．
住 民 の ライ フ ス タイル や 価値 観 も多種 多様 で．子育て や 防

犯・防災等への 対応 も行政サービ ス だ けで は．住民 の 満 足

を得 られ る もの で は な くな っ て き て い ま す，こ の よ うな時

代を迎 え て，安全 で 快適 に．楽 しく暮 らして い くた め の 地

域 の あ り方は，「自分 た ち の や り方で 自分 た ちの 暮 ら し を

確 立 して い く」 こ とに ほ か な りませ ん．ま た，相 次 ぐ災害

や犯罪に 対応 し て い くに は ，隣近 所が顔見知 りで あ る こ と

の 重要 性が改め て 見直 されて きて い る とこ ろで す．福 岡県

西 方沖地震 の 際 も ， 自治 会 に よ る声 か けが 多 く行 わ れ ま し

た ，」
と述べ ，最終提 言 にお い て は，
「地震な どの 災 害，子 どもや 高齢者が被 害 者 とな る犯罪 の

発 生など，私た ちの 暮 らし を取 り巻 く環境は ，決 して 平穏

な もの で は あ りませ ん．こ う した 中，安 全 に安 心 して 楽 し

く快適 に 暮らし て い くた めに は，地 域の 住民 同士 の 協 力 や

助け合 い （共助 ）が重 要 で あ り，コ ミ ュ ニ テ ィ の 存在が 不

可 欠で す．さ らに，こ の コ ミ ュ ニ テ ィ に お い て ， 住 民 自身

が 主役 とな り，地 域 の こ と を考 え，行動 して い くこ とが 絶

対 に 必要 で す．
　

“
行政が コ ミュニ テ ィ と向 き合 う

”
とい うこ とは，そ れ

ぞ れ に 異 な る loeの 相 手 に対 し 100種類 の 対応 を行うとい

うこ とで あ り，並 大 抵の こ とで は あ りませ ん．ま た，行 政

機 関 と コ ミ ュ ニ テ ィ とで は，そ の 立場の 違い か ら，意見が

食い 違うこ とも あ るか も しれ ませ ん．しか し， 福岡 市は．
覚 悟 を持 っ て，コ ミ ュ ニ テ ィ と対 等な立 場で 向 き合い ，対

話 し，共 に 歩んで い か ね ば な りませ ん．」
と述 べ ，真 に住 み よい ま ちを つ くっ て い くた め に 目指すべ

き姿 と して ，「コ ミ ェ ニ テ ィ にお い て 自治 が行 われて い る 」

「コ ミ ュ ニ テ ィ と市が 共 働 して い る 」 の 2 つ の 姿 （表 2

参照） が整 理 され，取組 み の 方向が示 され て い る．

3

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Institute of Social Safety Science

NII-Electronic Library Service

エnstitute 　 of 　 Sooial 　 Safety 　 Soienoe

表 2 　 福 岡市 コ ミ ュ ニ テ ィ 関 連施 策の あ り方 検 討会

　　　提言 で 示 され た 「目指す姿j

　な お，福 岡市 に お い て は，「コ ミ ェ ニ テ ィ 」 の と らえ方

に つ い て ，
  「同 じ地域 の 住 民 の 集 ま り」 「地 域 社会 」 の 意 味 で 「コ

ミ ュ ニ テ ィ」 とい う言葉を用い て い る．
  市は，地域の 課題 を住民 が 自ら 考え，話 し合い ，行動す

る際 の コ ミ ュ ニ テ ィ の 基本 的 な範囲 を 「小学 校 区」 と とら

え，自治協議会制度を設 けて い る が，これ は，さま ざま な

分野 で 主体 的に 活 動 す る に は
一

定の 組 織規模 が 必要 で あ

る こ と，多 くの 分野 で 小学 校 区 単位 の 活 動が 定着 し て い る

こ とに よ るもの で あ る．

  ま た，自治会
・町 内会に つ い て は ，住民 に 最 も身近 な，

コ ミ ュ ニ テ ィ の 自治の 基礎 とな る 重要な組織で あ る と認

識 して い る，
と整理 す る とと もに．「共働」 に つ い て は ，「お 互 い の 役 割

と責任 を認 め合い なが ら，知恵 と力 を合わせ て 共通 の 目的

に 向 か っ て 対 等の 関係で 協力 し合 うこ と」と認識 した うえ

で，一
般的に は 「協働」 で あるが，福岡市で は，「共に 汗

して 取 り組 み，行 動す る」 とい う意 味 を込 めて 「共働 」 を

用い るこ と とし て い る と説明して い る．

　 玄界 島に おい て は ，これ まで 述 べ た よ うな市 の め ざす コ

ミ ュ ニ テ ィ に お ける 自治の 取組み が 既に か な りな され て

い たが ，今 回の 災害 に際 し て の コ ミュ ニ テ ィ を守 る各 種取

組み につ い て は，後 に述 べ る よ うに，地 域住民 が主 体 とな

り，行政の 積極的な対 応 と連携す る こ とに よ り，大 きな成

果を あげ る こ とが で きた もの と考 え られ る とこ ろ で あ り，
協働 の潮 流を具 現 化 した先導的事例 と位置づ けるこ とが

で き よ う．

4 ．福岡県西方沖地震の概要

　 平成 17年 3 月 20 日 午前 IO時 53分 頃，福 岡 県西 方 沖

（福岡市の 北西 約 30  ）を震源 とす る地震が発 生 した，
震源 の 深 さは 9km，地 震 の 規模 はマ グ ニ チ ュ

ード（M ）7．0
とされ て い る．こ の 地震に よ り最大震度 6 弱が観測され た ．
津 波注 意報 は 10 時 57 分に 出 され た が，12時 に 解除 され

た ，こ の 地 震に よ り博多湾周 辺 で 大き な地 殻変動 が認 め ら

れ，玄界 島で南方向 に最大 38   の 変位 が確認 され て い る，
　本 震 か ら 1ヶ月 が経過 し た 4月 20 日 午前 6時 11分頃，
福岡市東区志 賀島の 沖合で マ グニ チ ュ

ード（M ）5．8 の 余震

が発 生 し，最大 震 度 5 強 が観 測 され た．
　今回の 地震に よ る人的被害は，福岡県で，死 者 1名 （福

岡市 博 多 区，ブ ロ ッ ク塀 倒 壊 に よ る もの ），重 傷者 197名，
軽傷者 989名 の 計 1，187名で ある．また ，建物被害として

は福岡県 下の 9，685 棟の 住家が 損壊 し，そ の うち全 壊は

143 棟となっ て い る，

　福 岡県 で は ， 明 治 31 年 （1898 年 ） 8 月 に糸 島付 近 を震

源 と す るマ グニ チ ュ
ー

ド（M ）6．0 の 地 震 が 発 生 し て 以 来，
lOO 年 以 上 も大 き な地震 を経験 す る こ とがな く， 福 岡は 地

震 の 少 ない 地域 で あ る との 認識が 生 ま れ ，今圃 の よ うな 大

きな地震 を多くの 住民 は想定 して い なか っ た．

5 ．玄界島における災害対応状況

（1） 玄界 島 の概況

玄 界島は ，福岡 市 内 中心 部か ら北西 約 20km 　tlこ位 置 し，
博 多湾と玄界 灘 の 境 に浮 かぶ ， 周 囲 4．4km ， 面積 1．14  2

の 島 で，標 高 218m の 遠 見 山を 中心 に お 椀 を伏せ た よ うな

形を して い る．

　島 へ は，市 内 中心部 に ある博 多港 か ら高 速船 に乗 っ て ，
30 分程 で 到着す る．南側 に 漁港や渡船場が あ り，そ の 背

後 の 斜面 地 と限 られ た 平 地 に 住 宅地 が 密集 し て い る，

　震 災前，南側斜面地 に集中した集落は，曲が りくね っ た

狭 隘 な道路や 「が ん ぎ段 」 と呼 ばれ る石 段 に 囲 ま れ，石 積

の 擁壁 の 上 に 住 宅が 寄 り添 っ て い た．車 の 通れ る道路 は な

く，荷物運 び の ほ とん どは 背負子 か ．荷物運搬用モ ノ レ ー

ル で 行 っ て い た ．

　島で は 232 世帯，700 人 の 島民が 生活 し，職業の 大 半は

漁業で あ る ．子 ど も達 は，島に あ る保 育園，小 学校，中学

校 で 育ち ， 高校 か らは 島外 の 学校 に通 う．若い 漁業 者 も多

い も の の ，近 年若 年人 口 が 急 減 し て い る，ま た，40 歳代

以 上 の 年齢層が 多 く，今後急速に高齢化 が 進む こ とが 予想

され る、

（2） 今回 の 地 震 に よる玄 界 島の 被害

　震 源 に近 か っ た 玄界 島 にお い て は ， 人 的 被害 は 重傷者

10 名，軽 傷者 9 名 の 19名 で あっ た が ，建 物被害 で は 島 の

ほ とん どの 家屋 に 当た る 214棟が損壊 し，そ の うち全 壊が

5 割の 107 棟 と な っ て い る．家屋 の 大 き な被害 は斜 面 地 に

あ る木造建築に 集中し て お り，ま た ，擁壁 や 法面 の 崩壊を

要 因 とす る被害が多 く確認 され た．

　道路 に 関 して は ，斜 面集 落部 にお い て，擁壁 や 法面 の 崩

壊に よ る道路の 崩落や破断が生 じ た．
　 漁 港 につ い て は，岸 壁，護岸，漁 港道 路 な ど広 い 範 囲 で

亀 裂や沈 下が生 じ，ま た，共 同利用施設 の 損壊 もあ り甚大

な被 害で あ っ た 。し か し，漁 船・漁具 へ の 被害 は なか っ た．

　 ラ イフ ラ イ ン に 関し て は，配水管が 3箇所で 破損 し，高

所 配 水池 の 擁壁 に も被害が 生 じ，集落排 水 施設 は ， 斜面 地

に お い て 被害が 生 じ，ガ ス 管は 2箇所で 寸 断 し，容器置き

場 が 隆起 し，電力 関係 は，電柱 傾斜 や 支線 の 緩 み等 ， 数 箇
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所の 被害が 生 じ た ．
　 小学校は，校舎が傾 斜 し，北棟 と南棟 の 間 に ずれ が 生 じ，
グ ラ ウン ドや校舎敷地に は 地割れ や沈下が 生 じた ．中学校

は，校舎 に 大きな被害は なか っ た が，グラ ウン ドに多数の

地割 れ が 生 じた．

　公 園 は，四 阿 の 傾 斜 ・亀裂，園 路 の 亀裂 が生 じた．

　 その 他 ， 小 鷹 神社拝殿の 傾斜や鳥居の 崩壊等が 生 じた，
　なお，玄界 島 には地 震発 生 当 時，震度 計 が設 置 され て お

らず ， 島 にお け る震度 は観測 され て い ない ．福岡市内 陸部

の 震 度 は，島が 所 属す る西 区 にお い て 震 度 5 強 ， 中央 区，
東 区に おい て 震 度 6弱 が観測 され て お り，震 源 地や 被害の

状況，島民 が 「爆 弾が 落ちた か と思 っ た 」 「地 面 を突き上

げる よ うな激 しい 揺れ だ っ た 」と感 じる程 の す さま じ さで

あっ た こ とか ら，島の 震度は 市内陸部の震度以上 の もの で

あ っ たで あろ うと推測 され る．

（3）地 震 当 日の 動 き

　3 月 20 日，地 震当 日は ヤ ズ （ハ マ チ）漁の 解禁 日で ，
男性 の ほ とん どが漁 に 出て お り，島 に残 っ て い たの は，女

性，子 ど も，お年寄り達が 多か っ た．
　地震直後，海 に 囲 ま れ た 島に とっ て 恐 しい 津波の 被害を

避 け る た め，消 防団 や婦 人 防火 クラ ブが 中心 とな り避 難を

呼びか けた．漁協の 島内 放送の 設備が壊れ て 使 えな い た め，
消 防 団の 格 納庫 か ら拡声 器 を持 ち 出 し，元 気 な住民 を高 台

へ誘導 し，お 年寄 りは公 民館 の 2階へ避難させ た．
　各家庭 の ガス を止 め，電気の ブ レ ーカーを落 と し，港に

ある 島内 に ガ ス を供給す る配管の 元 栓を閉め た。
　津波 の 危 険 が 去 り，公 民館 等 に避 難 して い た女性 達は，
炊出し の 準備 に 入 る．市内 中心 部な ど島外の 様子 が分か ら

ず，島よ り被害が 大 き い か も し れ ない こ と か ら，す ぐに 救

援 の 手 が届 か ない こ とも想 定 し，何 とか 自分 達 で 今 日 1
日 は 乗 り切 ろ うと考 えて の 対 応 で あ っ た．
　漁協の 会長 は，この H．博多に 向か う定期 船の 中で 地震

発 生 を知 り，博 多 港到 着 後直 ち に 引 き返 し て 来 たが，島 に

近 づ い た 時に，「島の 人相 （顔）が 変わっ て し ま っ た 1 玄

界島の 姿に衝撃 を受け なが ら，災害 対応 の 指揮 を，先 頭に

立 っ て とる こ とに な っ た。
　安否 確 認 は IOO °le行 わ れ た ．島で は誰 が ど こ に 住 ん で て ，
どんな状況 か．今 日 は 博 多へ 出 か けて 島に は い ない ，とか

皆わか っ て お り，壊れ た 家に 取 り残され た 人 達もほ とん ど

島の 住民の 手で 救出 され た が，危険な倒壊家屋に 残 るお年

寄りにつ い て は，市中心 部か らヘ リで 駆 けっ けた 消防局の

レ ス キ ュ
ー部 隊 に よ り救 出 され た．

　怪我 した り等で 手当の 必要 な人 は，当 目島の 診療所の 医

師 が不在 だ っ た こ とも あ り，漁 協会長 が 引 き返 し た 定 期船

に乗せ，博多へ搬 送 し， 治療 を受 け るこ と と され た，
　余震 が 続 く中，漁協会長 を 中 心 に，漁協の 役員，消 防団 ・

青壮 年部 の 代表 等 が集 ま り，今後 の 対応 を協議 し，お 年寄

りや子 供 達 を 島外 に 自主 避難 させ る こ とを決 めた，「も う

少 し様子 をみ た ら」 との 意見 もあ っ た が，会長は，「とに

か く，まず行 こ う．後で，
“
行 かん で もよか っ た の に ， 慌

て 者だな
”

と言 われ るの は覚悟 し て い る．それ よ り避難が

遅 れ て 取 り返 しがつ か な くな る よ うな こ とは して は な ら

な い ，」 と強 く リ
ー

ダ
ー

シ ッ プ を発揮 して ，即 日の 島外 避

難を主 張 し，決 定 した．
　市内陸部 で の 避 難先は市が 準備 す るこ と と なっ た ．

　当初 ， 住 民 の 代 表 50人が 島 に残 り，それ 以 外 の 島民 が

島外 に避 難する 方 針 を 決 め た が，行 政 と の 話 の 中で ，何 か

あ っ た 時 に
一

度 に ヘ リで救 出 で き る人数 は ギ リギ リ 10 人

で あ る こ とか ら，島 に 残 る の は漁 協 の 役 員 を中心 に 10人

とす る こ と に修正 し た ．

　 17 時 か ら，市有 客船，消防 艇，海上保安部巡 視艇 に よ

り，島に残 る lo 人 を除 く全島民 の 避 難 が始 ま っ た，博多
港 か ら避 難所 で あ る 中央 区九 電 記 念体 育館 ま で は 消 防 輸

送車や市の 借上 げバ ス を使用 して 搬送 した．避 難が 完 了 し

たの が地 震 発生 当 日の 24時で あ っ た．

  島民 の 避難 生活

　400名を超 え る島民 が避難 した 九電記 念体育館で は，当

初い ろい ろ と混 乱がみ られ たが，島民達が 自らを 8 グル
ー

プに 分け，代表が 行政 との 間で ル
ー

ル を決め ，各種の 対応

を調整 し，食 事の 供 与 ， 生 活 物資 の 配 給 ， 医療 提 供等 に 当

た っ て の 円滑化を 図っ た ．
　なお，島にお い て は，残 っ た 島民 代表 が行政 とともに，
ブル

ー
シ
ートを家屋 に か け るな ど して 家財 を 雨か ら守 り，

各家屋の 状況把握，点検を行い つ つ ，被災建物 応急危険度

や被 災 宅地 危 険度 の 判 定，家屋被害調査，公 共 施設の 被害

調査 等に 当た っ た．

（5）仮設住宅

　地 震 に よ り避 難 生活 を余儀 な くされ た島 民 の ，居 住環 境

の 安定 と生 活再建 の 基盤確保の ため，早 急に 応急仮設住宅

を建 設 す る 必 要 が あ っ た ．島民代 表 と行 政 との 協議 が 熱 心

に か つ ス ピーデ ィ に 重 ね られ た 結 果，島の ほ とん どは 斜面

地で あり，仮設住宅を建設で きる平坦 な土地は 限 られて い

たが，島 を無人化 させ な い こ とや 漁 の 再 開の た め に，島 内

に で きる だ け多くの 仮設住宅 を建 設す る こ とと し，全体で

200 戸，うち半数 の 100 戸 を玄界 島 に，残 り半数 の 100戸

を漁港 施 設に 隣接 し た 中央区の か もめ広 場に 建 設す る こ

と を 地震発 生 日か ら 5 日後 の 3月 25 日 に 決定 した ．

　福 岡県 は ，被災者 の 方々 の ため に一日も早 い 仮 設住宅 の

完 成 をめ ざ し全 力 で 取 り組 み ，約 1 ヵ 月 後の 4月 25 日，
26 日の 両 日，そ れ ぞれ の 仮 設 住 宅へ の 入 居 が実現 した．
　島 の 仮 設住 宅 に は，主 に 漁業 者 の い る 世帯 が入 居 し，か

も め 広場の 仮設住宅 に は．島で 小 中学校 が 再 開 で きず，子

ども達 が 中央 区の 学校 に通 う必要 が あ っ た こ とか ら，子 ど

も の い る 世帯 や 漁 業に 従事 して い な い 高齢者 の み の 世帯

な ど が 入 居 した ．その た め，漁 師 で あ る 父親は 玄 界 島で，
学 校 に通 う子 ども とそ の 母 親は か もめ広場 で 生 活 す る な

ど，島内外の 仮設住宅 に離れ て しま っ た 家庭も35世帯あ

っ た が，生 活は
一

定の 落ち着きを見せ た ．

　 また，で き るだ け多 くの 島民 を島に帰せ るよ う，仮設住

宅 の 設 置 に あ わ せ ．島 内 の 市営 住 宅，教職 員住 宅 等 を仮 設

利用 する こ とと した．

（6） 漁 の 再 開

　避難所 生 活 の 中で，漁 に 出れ ない 日々 が続き，元 気 を 失

う人 も多か っ た，幸い ，漁船は被害 を受けて い な か っ た が，
い ろい ろ心 配が あ る 中で ，漁 どこ ろ で は ない と感 じる 人 達

が大半で あっ た ．

　4 月 25 日，
26 日の 仮 設 住宅 入居 が 決 ま り， 気 持 ち も少

し前向きに なっ て きた 頃，福岡市か ら5 月 3 日，4 日の 「博

多どん た く」の パ レ ードに参加 し ない か
， との 話 が あ っ た、

ま だ ま だ 落ち着か ない と も思わ れ た が，種 々 議論 し た 結果，
立 ち直 る きっ か けに しよ う， との 気 持 ち で参加 す る こ と と

した ．出 るか らに は，お世 話 に な っ た 皆 さん に 元 気 な姿 を

見せ た い との 思 い か ら， こ れ を機 会 に漁 を再 開 し， 市 民 に

ヤ ズ （ハ マ チ ）を 振 る 舞い た い と考え た，博多 ど ん た く 当

日は，大漁旗 をなび か せ て 船で 海上 パ レードを し，博多 ど

ん た くに 参加 し，多 くの 皆 さん に 喜 んで い ただ く ととも に，
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島民の 漁 の 再 開実 現 をア ピール す るこ とがで きた．

（7） 災 害対 応 の 体 制

a）島民の 体制

　 地震発 生 直 後 の 緊 急 的な 体制 と して
，漁 協 の 会長 をは じ

め 島に 残 っ た 島民 代表 と避 難所 の 島民 代表 が 中心 と な っ

て，行政 と連携 ・協力 して きたが，地震発 生か ら 1 ヶ 月余

が経過 し，仮 設 住宅 へ の 入 居 が 実現 し，漁 も再 開す る な ど

新 しい 段階に 入 っ た こ とか ら，平成 17年 5月 4 目，本格

的 な復 興 に向 けた 島 民 の 自主的 な組 織で あ る 「玄界 島復 興

対策検討委員会」 （以下，「復興委員会」 とい う．） を設立

す るた めに選 挙 を行 い ，こ れ ま で 実質 的 に リーダーと して

の 役割を果 た して きた 漁協 の 会長を改め て 復興委員会の

会長に選 出す るな ど 13名 の 委 員を選 出 した．

　5 月 7 日には第 1 回 目の 会議を開催 し，行政と復興計画

につ い て の 協 議 を 開始 した．

　 ま た，5 月 21 日 に は 第 1 回 島民 全 体会議 （島民 総会）

を 開催 し，復 興委員会の 下部組 織 と して 14名 の 「復 興 協

議 委員」 を各 団 体 （青 壮年 部，消 防 団，青年 団，女 性部，
婦 人防火 ク ラブ，PTA，サ ラ リ　一一マ ン ）よ り2 名ずつ 選 出

し，以 後，合 計 27名 の 復 興委 員及 び 復興 協議 委 員 を 中心

に，復 興計画 をは じ め，島民 の 生活 再 建，島の 振興 ・将来

像 な ど，様 々 な幅 広 い 課 題 にっ い て，協 議・検討 を行 っ た．
　平成 17 年5 月7 目に 第 1 回 目を開催 した 復興委員会 は，
復興事 業 が完 了 した 平成 20 年 3 月 末 日ま で の 間 ，

68 回 に

わた る会議を開催 し，行政 と連携 し なが ら，様 々 な事項に

つ い て 協議 ・検討 を行 うと と もに ，そ の 検討 結果等 に つ い

て は，9 回 の 島 民総 会 を 開催 し，何 時 間 で も議 論 を 重ね，
島民全体の 了 承 を得て い っ た，
　復 興委 員会にお け る具体的な協議・検討 の テー一

マ として

は，例え ば，立上 げ後の 第 2 回 （5 月 13 日）で は 「現時

点 の 課題 ，復 興 計 画策 定に 当た っ て の 地 元 と市の 役 割」が，
第 3 回 （6月 4 日）で は 「玄界島復興事 業，中学校への 家

財搬 入，今後 の 進 め 方」 が，第 4 回 （6 月 11 日）及 び 第 5

回 （6 月 18 日） で は 「震 災復興 事 業 の 事例 視 察，意 向調

査，同 意書，委員会規約 」 が，第 6 回 （6 月 25 日） で は

「意 向調 査 結果 ・同意書の 確認，倒壊 の 恐 れ の ある家屋 の

調査，小 規模 住 宅 地 区改 良事 業，今 後 の ス ケジ ュ
ール 」が，

第 7 回 （7 月 2 日）で は 「し まづ くり案及 び 事業手 法，島

民総会」が それ ぞ れ 取 り上 げ られ て 精力 的 に議 論 され るな

ど，復興委員会を中心 とし た作業は，行政も常に 参加 し，
住民の 悩み ， 疑 問 ， 不 安 を 1 つ ず つ 解消 しな が ら，住民 の

要望 に 応え ら れ る 実現 可 能 な 方策 を見 出 す地 道 な 作業 の

繰返 しで あ り，ま さに行政と 住民等 との 「協働」 の 取組 み

で あ っ た と言 え よ う．
b）行政の 体制

　行 政側 も，玄界 島 の 災 害対 応 に 取 り組む 体制 を と り，住
民 と連携 しなが ら，各種対策を講 じて きた、
　福 岡 県 にお い ては，災 害 対策本 部 に 続 い て 福岡 県西 方沖

地震復旧会議を設置する と と もに ，玄 界島災害復 旧対策連

絡 会議 や 玄 界 島斜 面対 策 委 員 会に お い て 関係方面 と の 連

携の も と災害対応 に 取 り組 ん で き た．ω

　福 岡市 に お い て は，災 害 対策本 部 に 続 い て 地震災害復

旧
・
復興 本 部 を立 ち上 げ，福 岡県 と共通 の 会議 ・委員会に

連携 して 取 り組 む とともに，玄界島の 本格的復興計画の策

定や島民 との 協議調 整 を行 うた め の 組織 と し て 玄界島復

興 事務所を設置する な ど島民 との 窓 口の 役割 を含 めた体

制 を作 り，取 り組 んで きた．（2）

　玄界島復興事務所を中心 とす る行政の 担当者は，復興委

員会及 び 島民 総 会 に 必 ず 出席 し，そ の 中 で，「住 民 の 声 を

直接 聞 く1 「住 民 の 疑 問点 を 1 つ ずつ 分 か りや す く説 明す

る」 「提案 ・要望に対 し，で きる こ と ・で きない こ とを明

らか に し，実現の 条件
・
費用 ・時 間

・
手続等 を示 す」 「困

難 に 直面し た時は ，別の 方法を住民 と一緒に 考え，新た な

解決 策 を見 出す 」 等 の 対応 に努 めた．

　 こ の よ うに，自治 体 とし て は，住民 と の 連 携
・
協力 を 行

う体制 を と り，住 民 と とも に災害対 応 に 当た る 姿勢で ， 行

政 と住民 等 との 「協働 」 の 取組 み を進 め た と こ ろ で あ る．

（8）復 興 へ の 取 組み

a）島民の 意思決定

　 5月 7 目に復 興 委員 会 が活 動 を開 始 して か ら，復 興 に 向

けた 島の 動きは 活発化 した．

　 5 月 21 日 には 島民約 200名が 参加 し た 「第 1 回島民総

会」 を開催 し，昼 食抜きで約 6 時間 にわた り，島の 復 興 に

向 け た議論 が続け られ た．そ して，同 日中 に ， 被害 が 大 き

い 斜 面部分 の 復興 に 当た っ ては ，行政に
一

体的整備 を要望

す る とい う結論 を出す に至 っ た．

　 そ の 後，第 2 回 島民 総会 （7月 17 日 ）で は，「しま づ く

り案 （復興計画案），事業手 法 （小 規模住宅地区改良事業）」

の 方 向づ けが な され，第 3 回 島 民総 会 （9 月 10 日） で は

「復興 ま ちづ く りワ
ー

クシ ョ ッ プ，小規模住宅地 区改良事

業 の 進捗 状 況，土 地 ・建物 の 基準，建 物 調査 の 実施 」 がテ
ー

マ とな り，第 4 回 島民総会 （ll 月 26 日）で は 「県営住

宅 の 建設 ， 小 ・中学 校 の 島 内再 開，し まづ く り案 の 検討 ，

戸建 て 区画の 分譲，県営
・
市営住宅 へ の 入 居，意向調査，

土 地 ・建物 の 買取 基準，土 地 の 買取 面積」 が テ ーマ と され

る な ど，全 面的 な復 興 に 向 けて 加 速 して い くこ と とな っ た，
　 しか し，平地部に ある地区に つ い て は，建築後数年程 度

しか経っ て い ない 家屋 な ど被害が少 ない
一
部損壊 家屋 や，

壁 や屋根瓦 が落 ちた全 壊家屋 が混 在 し て お り，各世帯は そ

れぞ れ の 家庭 の 事情 を抱え なが ら，自主 再建 と 島全 体の 復

興 （＝事 業 へ の 参加 ）との 間 で 苦渋 の 選択 を しなけれ ばな

ら なか っ た ．そ の た め ，復興 委員会 は ，各世 帯 の 事 情を聞

き，意見交 換を重 ね て い っ た ．

　最 終 的 に は ，そ の 調整 は 平成 18年 1月 27 日 に 開催 し た

第 5 回 島民 総会直前ま で 行 われたが，ほ ぼ全 て の 世帯が事

業 に参加 す るこ と とな り，第 5 回 島民 総 会 で事業 区域 （事

業参加者） の 最 終決 定 を行 っ た．
b） 復興 事 業

　復興委 員会 で は，斜 面住 宅 や震 災復 興 手法 を調 査 す るた

め，阪神 ・淡路大震災 の 復興事業事 例を視察す る と ともに ，
復興 後 の 住 ま い につ い て の 意 向調 査 を行 い ，復興 計 画案作

成 に 取 り組ん だ．
　 玄界 島の 復興 手 法として は，当初．阪神 ・淡路大震災 の

復興で 採用 され て い た 土 地 区画整 理 事業 が 検討 され た が
，

玄 界 島が 都 市計画 区域外で あ る こ と か ら，区 域の 編 入 ．都
市計画決 定，事 業決 定 な ど，手 続き だ けで もか な りの 時 間

を要 す る等の た め，困 難 と考え られ た ，一方，「小 規模住

宅地 区改良事業 」につ い て は，採 択要 件 等 にお い て 柔軟 に

対応 で き る こ と，早 期 の 事業着手 が 可能で あ る こ と等か ら，
復 興 事 業 の 核 とす る方 針 を決 定 した．た だ し，本 事 業 は要

綱事業で あ り，強 制力 が な く，全 て の 関係 者 の 協力 が得 ら

れ ない と事業が成立 しない とい うお そ れが あっ た ，幸い ，
復興委員会の 活動で，必 要 な同 意を とる こ とが で きた．

　復興計画の 核 とな る 住宅計画戸数は ，意向調査 の 結果 に

基づ き，公 営住宅 115 戸 （市営 住宅 65 戸 ， 県営 住 宅 50

戸），戸 建住 宅用 地 50 戸 分 の 合計 165 戸 で あ る，斜面 地 に

上 下に並ぶ 二棟 の 市営住宅 には，エ レ ベ ーターに ブ リッ ジ

が連 結 され，こ れ らを利 用す る こ とで．下段 の 市営住 宅 か

6

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Institute of Social Safety Science

NII-Electronic Library Service

エnstitute 　 of 　 Sooial 　 Safety 　 Soienoe

ら上 投 の 市 営 住 宅 へ ，さ らに，も う一段 上 の 道 路 へ と 8

階建 相 当の 高低差 を昇降す る こ とが で き る．

　 ま た，車の 通れ る道路が なか っ た 斜面 地の 集落 地 域 に は，

幅 5m の 外 周 道路 と幅 4m の 集 落内道路 を整 備 す る．一方

で，「が ん ぎ段 」 と呼 ばれ る 島独特 の 階段 状路地 は 生 活用

道路 と して 再 整備 し，震災 前の 面影 を取 り入 れ る ．
　緊急時の 避難揚所 として の 機能も兼ね 備えた公 園につ

い て は，斜 面地 に 新 た に 3 箇所整備 す る とと もに，既存公

園の 機能も回復す る，そ れ に加えて，島の 玄関 口 には，集
会所や 老人 憩 い の 家が 隣接 し，お年 寄 りか ら子 ど もまで が

集い，来島者 と交流する 「に ぎわ い ゾー
ン 」 を整備する．

　 この よ うな 基本 方針 の も と，小 規 模住 宅 地 区改 良事 業 を

実施 する こ と と した。ま た，こ れ に あ わせ，地 すべ り対策

事業 等 に よ り地 盤 の 安定 を図 る と ともに，漁港 施設 や 小 ・

中学校等の 公 共 施 設 の 災害復 旧 等 に も一
体的 に 取 り組む

こ と と され た ．

　 こ の よ うな復興 へ の 取組み は ，玄界島の 島民 と福岡市
・

福 岡県 との 「協働 」の 大き な成果 と言 うこ とが で き る もの

で あ り，玄界島を訪れ た 国連 人 間居住セ ン タ
ー

（ハ ビ タ ッ

ト）の ア ン ナ ・テ ィ バ イ ジ ュ カ 事務局長 は 「コ ミ ュ テ ィ が

強 く．地 元全 体で 復興事 業を進 め て い る 姿は，世界 の 良い

例 になる」 との 評価 を示 した．
　 こ の 復 興事 業 は，国 の 支援 ，関係 者 の 協力 等 を得 な が ら，
早 期完成 に 向けて 精力的に 進 め られ て い っ た．

　そ して ，
こ れ ら事 業 が 概 ね完 了 し た の を踏 ま え ， 平 成

20 年 3 月 25 日 に は，地震発生 以来 llOO 日ぶ りに 全 島民

の 帰 島が 実現 し た とこ ろで ある．

一
マ ン の 各 グル ープ か らそれ ぞ れ 2 名 ず つ ）の 復 興 協議 委

員を選出 し，島民全体の 意思疎通，情報共有 に努 め た こ と，
  島 民総 会等 で も 1人 ひ とりの 意見・要 望 を じ っ く り聞き，
納 得す る まで 時 間 をか けて 結論 を 出す とい う運 営に 努 め

た こ と，
　 こ うい う中か ら住民 の 信頼 が 生 まれ，個々 の 利 害 を超 え

て 島の た め にま とまっ て い こ う，とい う潮 流がで きた も の

と考 え る。

　また ， 行政にお い て も，玄 界 島の 災害対応 につ い て は特

別 の プ ロ ジ ェ ク トと意 識 し，必 ず 成功 させ る，との 強 い 決

意で，専門 の 窓 口 を置 き，島民 と常に話 し合 う体制 を と り．
住 民 代表 との 連 携 を密 に し，住 民 の 信 頼を得 た こ とが 「協

働 の 成果に つ なが っ て い っ た もの と考 える．

　 自治 体 と住 民 とが そ れ ぞれ 主 体 的姿勢 を持 ち ， 役 割 分

担 ・相 互補 完 を しな が ら，意思疎通 を図 り，互い の 立場 を

尊重 し，信 頼 し合 う中 で，め ざす 方 向 を明確 に し
， 持 て る

エ ネ ル ギーを最 大 限に 発 揮 し て，迅 速 に 目標 を達 成する こ

とが 可能 とな っ た もの で あ り，この よ うな 玄界島 の 取組 み

は，本格的な 「協働 ・協治の 時代」 を切 り拓 く先駆 的役 割

を果 たす もの と位 置 づ け る こ とが で き よ う，

（2）　 「協働」 の 取 組み

　 玄 界 島に お け る 「協 働」 の 災 害対 応 と考 え られ る取 組 み

（例 ）を掲げて お く，

　 自助
・共助にお け る協 働 と公 助 に お け る協働 と両者 の 要

素を持 つ 場合もあ る が，住民等 と行政の どち らが よ り主 体

的に 取 り組 ん だ か を判 断基準 と し．後 述す る現 地調 査及 び

ヒ ア リ ン グ調 査等 を踏 ま えて 区分 して み る と，表 3の よ う

になる と思料され る．

6 ．玄界島 に お け る 「協働 」 の 取組 み

（1）　 「協働亅 の 要素

　 これ まで 見 て きた よ うに，福岡県西 方 沖地 震に 際 して の

玄界島に お け る災害対応 の 取組 み は ，そ の 多 くが行 政 と住

民 等 との 「協 働」 に 基 づ くもの と考 え られ る。
　 これ は 福岡県 や福 岡市が 推進 し て い る 「協働」や 「共働」

の 理念 が 根底 に あ る と同時 に，そ の 施策が意図 して 実現 さ

れ た とい うよ りも，危機 に 陥っ た住民，コ ミ ュ ニ テ ィ が 「自

助 ・共助 」 で あれ 1公 助 」 で あれ，行 政 と
一
緒 に 悩 み，知

恵 をふ りし ぼ り，汗 をか き，お 互 い にや れ る こ とは何 で も

や る，と い う以外 に 地 域 と し て 再 生 す る道が な い，と い う

状況 か ら ，や む にや まれず 発生 して きた 取組 み で あ る とも

考え られ る，
　 しか し，危 機 に 際 して の 取組 み をふ りか えっ て み る と，
応 急 対応 が迅 速 ・円滑 に行 われ ，ま た，3年 とい う非 常 に

短い 期 間 に こ れ だ けの 復興 が完了 し た とい うこ とは単な

る自然の 流れ，偶然で は決 して ない と考 え る．

　 そ こ には，
  海に 囲まれ た 離島 とい う地 理的 特 性 に 加 え，生 業 の ほ と

ん どが 漁 業で あ り，島の 住民 は 常に 命 を と も に す る 強 固 な

絆 で結 ばれ た家族 ・仲間 で あ る，とい う 「玄界島」 特有 の

強 い コ ミ ュ ニ テ ィ 基盤 が存在 し た こ と，
  そ の 島の 絆 を象徴す る漁協 の 会長が 強い リ

ー
ダ
ー

シ ッ

プ を発揮 し，住民 を 引っ 張 っ て い っ た こ と，
  復 興，地域 の 再 生 とい うきわめて難 しい 事業を進 め るに

当た り，そ の リ
ー一ダーが，選 挙 とい う民主 的手 続 き を経て

改 めて 信 任 を受 けて い る こ と，
  選挙で 選ばれた 13名の 復興委員に加 え，地 域住民 をい

ろい ろ な角度 か ら代表す る と考え られ る 14 名（青壮年部，
消防 団，青年 部 ， 女性 部 ， 婦人 防 火 ク ラブ，FlrA，サ ラ リ

　 表 3 　玄界 島におけ る協働の 取 組み （例）

　本研究に 際し，これ ら協働 の 災害対応 の 取組み に 当た っ

た 行 政 の 災 害対 策 担 当者 か らの ヒ ア リン グ調 査 を行 い C3），
また，玄 界島の 現地調査 及び 島民 の 代表 の 方 々 か らの ヒ ア

リン グ調 査 を実施 した ．（4）

　 こ れ らの 調査 を通 じ ，災 害対応 に携 わ っ た 当事者 の 声 を

直接伺っ た と こ ろ で あ り，玄界島に お け る 協鋤の 取組み に

つ い て の 評価等に 関す る主な もの を掲げて お き たい ．

  良き リ
ーダー

に 恵 ま れ，日頃 の つ きあ い の深 い コ ミュニ

テ ィ の お か げで ，全島民
一

致団結 して 避難する こ とがで き，
また，避難所 ・仮設住宅 に お い て も助け合い の 心 をよ り強

固に し て 困難 に 立 ち向 か うこ とが で きた，
  復興委員会・島民 総会の 運営は 開か れた もの で あり，復
旧
・復 興 に 向け て 議 論 を重 ねた 上 で，意 思統

一
も今 か ら振

り返 っ て み る と，比 較的ス ム ーズ に 図 られ た と感 じ る，
  玄界 島復 興事務所 が か なりの 権限 を持 ち，財政面，人 事

面で も特 別 の 対応 がな され た こ ともあ り，住 民 との 協議 ，
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関係 機 関 との 調 整 に精 力的 に 当た るこ とが で きた．

  今 回は．玄 界島プ ロ ジ ェ ク トと して 立 ち上 げ られ，思 い

切 っ た災害対応 が で き たが ， 従来 型 の 行 政 の 組 織 ， 手続 ，

原則 に しば られ る と，迅 速 な対応 は難 しい と思 う．
  福 岡県 西 方沖地 震 の 被害は 限 られ た 地域 に 集 中 し て い

た が，広 域
・大 規模 な被害の 場合 に は さら に 困難 な課題 に

直面す る こ とを覚悟 しなけれ ばな らない ．
  強 固 な コ ミ ュ ニ テ ィ が 形成 され て い た こ とか ら，地 元 住

民組織 （玄界島復興委員会）の 設立や．事業実施 に 向けた

島民 の 意 思決 定 が迅 速 に行 われた こ とが 重要 と思 う．
  住民 と行政の 協働 に よ り，わずか 3 年で 復興事業を 完了

させ ，島 民 の 早期 帰 島 を実 現 す る こ とが で きた の は，住 民

か ら信頼 され．行政か らも信頼 され る 島民の リーダー
の 存

在が非 常 に大 きい と考 える．

  担当組織 ・現場事務所 の 立上 げ，事業の 企画 ・立 案，予

算調整，予 期せ ぬ 緊急 対応 の た めの 連絡 調整 な ど苦 労 も多

か っ た が ，住民 と心 を
一

つ に して 取 り組む こ とで ，大 きな

推進 力 が得 られ．成果 が 出た時 には，住 民 と ともに これ ま

で に ない 大 きな 喜び を感 じ る こ とがで き た．
  玄界島の 震災対応 に 携わ り，最初は仕事 と して 否応なく

こ なす気 持 ちで あ っ た が，徐 々 に 島民 と気持 ちが 通 い 合 い ，
島民 の 顔 の 見 える現場で 仕事をする うち，ボ ラ ン テ ィ ア 精

神や 使 命感 の よ うな も の も感 じなが ら非 常 に満 足 で きる

仕事をさせ て い た だ い た と感謝 し て い る．
  住民 を代 表 す る組 織 が選挙 で 選 ばれ ，行 政 との 窓 口の 役

割を果た した こ とに よ り，行政 と住民 との 意思疎通 が 円滑

に 図 られ．目標 を明 らか に して 力 を合わ せ る こ と が で きた

の が良 か っ た と思 う．
  島民 が住民組 織の も とで ま とま っ て い た こ と，住民組 織

と行 政 とが 互 い を信頼 し，共同作業チーム の よ うな雰囲気

がで きた こ とで，「行政 VS 住民」 の 構図に な らなか っ た

こ とが ，地域 社 会 全体 の 支援 に っ なが り，早 期 復興 を可能

に した と思う．
  行 政 と住 民 とが ，遠慮なく，で き る こ と ・で き な い こ と

をはっ き り言 え る関係 で あ り，ダ メな時 は別 の 方 法 を一緒

に考え，そ れ ぞ れ が や れ る最 善の 努力 を す る，とい っ た 関

係 になれ た こ とが 良か っ た，
  復興 過程 の 各 種 情 報 を行 政 と住 民 が 共有 す る こ とに よ

り，行政が行 う各方面との 調整 や 住民サ イ ドの 合意形成 を

的確 に進 め るこ とが で きた．

  地 元住民 が しっ か りま とま っ た こ とがポ イ ン ト．復興委

員会 ・島民総 会 で 方針 を決め る と と もに，復 興 委員が 意向

把握や同意書の 取 りま とめ に 奔走 し，目標達成 をス ピーデ

ィ に為 し得 た．

  島で の 生 活 を経験 し，島 民 と 日常 を ともに す る 中 で，島

の風土 ・慣習，島民 の 意識を踏ま え た復興計画，ま ちづ く

りに 努 め る こ とが大 切 で あ る と感 じた．

7 ．玄界島における課題等

　前述 した 福岡県西 方 沖地 震の 際の 玄界島 にお け る行 政

と住民 等 との 連携 ・協力 は ，災害対 応の 協働 の 取組 みの 事

例 と して 大 い に参 考 にな る もの と思料 す る，
　 しか し，玄 界島 の 場 合 もすべ て が うま くい っ た わ けで は

な く，多 くの 人 々 が い ろい ろ な悩み に胸 を痛めて きた と伺

っ て い る．
　前述の 現地調 査及 び 島民 の 代表 の 方々 か らの ヒ ア リン

グ調 査 等 を通 じ，苦 労 が大 きか っ た と思 われ る こ とや 今 後

の 課 題 と考えられ る こ とに つ い て ，い くつ か ふ れ て お きた

い ．
  復興事業 を進 め る中で ，戸建 て 及 び 集合住宅 の 配置や具

体 的 区割 につ い て ， 島 民 か ら種 々 の 意見が出 され，それ を

ま と めて い くこ とが なか なか 困難で あ っ た．行政 と協議 し

なが ら ， 復興 委員会 と し て の 案 を何 度 も再 考 し，
ワ ークシ

ョ ッ プや 座 談会等の 意見 も踏ま え，修正 を重 ねて と りま と

め，島民 総 会で 了 承 され るま で ， 大変 な 苦労 が あっ た．
  復興事 業 の 前 提 とな る地盤 の 問題 に つ い て は，専門家で

ある地盤 工 学会及 び 玄界 島斜面対 策委員会か らの 提 言 に

基 づ き，県 の 地 すべ り対 策 工 事 の 実 施等 に よ り地盤 の 安 定

化を図る こ とが で きた が，もし，こ の 地盤の 安全確保が難

しい と判 断 され て い た ら，復 興事 業 そ の もの が成 立 しな い

こ と とな る ため，現在 の よ うな復興の 姿を望む こ とが で き

な くな るこ とが非 常 に危惧 され て い た。
  小鷹神社は 漁の 神様 と し て 島の シ ン ボル で あ っ た こ と

か ら早 く修 復 したい との 願 い が 強か っ たが，これ は 宗教施

設 で あ り，行政 と の 協働 の 取組 み の 対 象 外 とし て ，島 民 の

人 々 の 寄付 や 作業 参加，プ ロ 野球 の 福 岡 ソフ トバ ン クホー

ク ス の チ ャ リ テ ィ 試 合の 協力等 に よ り再 建 され た も の で

あ り．公 的支援 は受けずに 取 り組ま れ た，
  震 災 以前 3軒 あ っ た （うち2軒 が営 業 して い た ）旅館 が，
現在ゼ ロ とな っ て お り，島外か ら訪れ る人を迎え る体制が

課 題 で あ る．平 成 21 年 度 の 新 小 ・中学校 完成 後 の ，旧小 ・

中学校の 活用，漁村セ ン タ
ー

や集会施設の 活用などが し ま

づ く りの 1 つ の ポイ ン トとな る．

  玄界島で は 震災で 直接 亡 くなられ た 方は お られ なか っ

た が ，地 震 発生 か らの 3 年 間で 40 数 名 の 方 が 亡 くな られ

（地 震発 生 前 は 年 間 7〜8名 が通 例 ），し か もそ の 半数 近 く

は お 年寄 りで なく，働き盛 りの 人 で あり．何 らか の 形で 震

災の ス トレ ス が影響 した の で は ない か，と推測 され る．震

災 が 島民の 方 々 に とっ て 如何 に 大 きな危機 で あ っ た か を

感 じ る と こ ろで あ る．

  震災前 700人 （平成 17年 2 月 28 日現在）で あっ た人 口

が 直近 で は 567人 （平成 21年 3月 31 目 現 在）と大 き く減

少 して い る．亡 くな られ た方 の ほ か，震 災 を契 機 に 島外 で

生活 す る こ とを選 択 し，帰 島 しな か っ た 方 も少 くな い 。今
後，ま すま す高齢化，少子 化の 傾向が続く中で ，漁業を中

心 と しなが ら，島の 振 興 に どの よ うに取 り組 んで い くの か，
き わ めて 大 き な課 題 で あ る．

　 福 岡市 が，平 成 18年 度 に行 っ た 自治 会 ・町内 会 ア ン ケ

ート調査 （市内 1
，
632 の 自治会長等が回 答）に よ る と，自

治会 ・町内 会 の 運営 や 活動 に あ た っ て の 課題 と して ，「役

員 の な り手 が ない 」を挙げた 回答が全 体の 67．8％ と最多で

あ っ た．さ らに 「催 しへ の 参加者が 少 ない 」が 49．6％，「マ

ン シ ョ ン な どの 集合住宅 との 交流が 図 りに くい 」が 39．2°

／・，
「運 営 を手 伝 う人 が い ない 」 が 26．9％，「活動 に 住 民 の 十

分 な理解が 得 られ ない 」 が 254 ％，「会合 や催 しを行 え る

場所 が 少 ない 」 が 19．9％，「新 旧 の 住民 の 交流が 図 りに く

い 」 が 17，8％ ，
「予 算が足 りない 」 が 16．7％ な ど とな っ て

い る．

　 また，平成 20年度 市 政 に 関す る意 識調 査 （20歳以 上 の

福 岡市民 2
，
283人 が 回 答）に よ る と，地域活動 と して 大 切

だ と思 われ るも の と して ，防犯 活 動 57．8％，環 境美化 活 動

34．8％，子 どもに 関す る活動 33．7％，高齢者や障害者 へ の

福祉活動 29，4％，ごみ減量・リサイ クル 推進 の 活動 26．4°

／・ ，
防災活 動 23，6％，交通 安 全 の た めの 活 動 19．8％ ， 祭 りや イ

ベ ン トな どの 交流活 動 17．7％，健康づ く り活 動 13．2％，ス

ポー
ツ

・レ ク リエ
ー

シ ョ ン ＆1％ な どとな っ て い る．
　 こ の よ うに コ ミ ュ ニ テ ィ活 動 の 課題 は山積 して い るが ，
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一方で ，防 災活 動 を含 めた 安全 対策 に 関す る 地 域活 動 が 大

切だ と思 う人は非常に 多い ．楽 しむ た め の 行事等に はあま

り前 向 きで は ない が，安全 ・環境 な ど地 域 とし て 必 要な活

動に は 積極的な気 持 ちが あ る と受け とめ られる．

8 ．今後の災害対応に おける行政と住民等との

　　 「協働 」 に関する論点 と課題

（1）論点

　 これ ま で述べ て きた 自治体 に お け る協働 の 潮 流，今 回の

災害対応 に 取 り組 んだ 担 当者か らの ヒア リン グ調査，玄界

島の 現地 調 査及 び 島民 の 方々 か らの ヒ ア リン グ調 査 等 か

ら得 られ た 知 見 並 び に筆者 自身 の 災 害 対 応 の 経験 等 を踏

まえ，災害対応 に お け る 行政 と住民 等 との 「協働」 の 論点

と して ，そ の 成立 に必要 な要素及 び 成立 した場 合の 効 果 に

つ い て 整理 する こ と と した い ，
a）住民 側の要 素

　玄界島で は．前述 した よ うに，固 い 絆を持つ 強い コ ミュ
ニ テ ィ 基盤 が あ り，漁協 の 会長 が島 民 か ら信 頼 され る リー

ダ
ー

として 存在 し，その リ
ー
ダ
ーが さらに選挙 に よ り改め

て 復 興・地域 再 生 の た めの 住 民組 織 の 会 長 に選 ばれ，また，
復興委員会

・
島民 総会に お い て 島民 に 開かれ た 運営が な さ

れ た こ とが ，島民 の 円滑 ・迅 速 な 合意形成等を 可 能に し．
災 害 対応 の 「協働 」の 成 立 に大 き く寄与 した とこ ろで あ る，
　 こ れ らを踏 ま え，「協働」 が成立す る た め の 住民 側の 要

素 を整理 する と，次の よ うになる と考えられ る．

  コ ミ ェ ニ テ ィ の 自治が存在する こ と

　 コ ミ ュ ニ テ ィ が 形成され て お り，地域の こ とを自分達で

決定 し，活動を行 うな ど，コ ミ ュ ニ テ ィ の 自治が存在 す る

こ どが 必 要 で あ る．

  リーダーが存在 す る こ と

　 コ ミ ュ ニ テ ィ の 構 成メ ン バ ーで あ る住民 の 考え を よ く

聞い た うえで コ ミ ュ ニ テ ィ として の 方向性 をま とめて い

く力 量 を持っ リ
ーダーが存 在 す る こ と，ま た，そ の リーダ

ーが住民 か ら信頼 され て い る こ とが 必要で あ る．
  透 明性 の 確 保

　役員 の 選任や．方針 の 決 定 ・実施 ， 財 政 も含めて 民 主的

な運営 が な され，情報 が 公 開 され るな ど，透明性 が 確保 さ

れ る こ とが必 要で あ る．
b）行 政側の 要 素

　玄界 島で は，行 政 が 特別 の プ ロ ジ ェ ク トの 推進 組織 と し

て か な りの 権限を持つ 専門の 窓 口 を置き，島民 と同 じ気 持

ちで 共 同作業 に 当た り，住民 との 合意 を実現 す るた め に 関

係方面 との 調整 に 力 を発揮で きた こ とが，災 害 対応 にお け

る 「協働 」 の 成 立 に大 き く貢 献 した とこ ろで あ る．

　こ れ らを踏ま え ，
「協働」 が成立す るた めの 行政側 の 要

素 を次 の よ うに 整理 す る こ と と した い ．

  住民等 に対 す る意識 ・目線

　住民 等 を受 け身 の 客体 と して だ けで な く，と もに 考 え る

主体 と して と らえ る意識 を持つ こ と，並び に住民 に対す る

保 護者 ，或い は 専 門家 と して の 目線 だ けで な く，自 らが住

民の 立 場 で 考え，もの を見 る姿勢が 必 要 で ある．

  実現へ の 調整 力

　最終的な責任は 行政側に あ り，法的，制度的，財政的に

支障が ない よ うに 関係方 面 と調整 し，住民 との 合意 を実 現

す る力 を持つ こ と が 必 要 で あ る．

  行政組織の 代表 性

　組織 と し て 確立 し て い る行政の 中で ，住民 等 と協議 し，
合意 した こ とが組 織 内部 で 否 定 され な い よ うに ，行 政側 の

窓 口 に お い て 行 攻組 織 の 一定 の 権 限，代表 性 を持 つ こ とが

必 要 で ある．
0） 両者 の 関 係

　玄界島で は，行政 と住民 等 とが それ ぞれ を代表 す る窓 口

と し て ，玄界 島復 興 事務所 と玄界 島復興委 員会 を設 け，協

議 を 重ね る 中か ら意思疎通 を 図 り，互 い を認 め 合い ，目標

を明確 に共有する チーム として の 連帯感 の も と，役 割 を 分

担 し，助け合 う等信 頼関係 を築い て い っ た こ とが 行政 と住

民 等 との 関係に お け る 「協働 」 の 成 立 を もた らした と考 え

られ る，

　これ らを踏ま えて，行 政 と住 民等 との 関係 にお い て 「協

働」 が成 立 す る た め の 要 素 を整 理 す る と，次の とお りで あ

る．

  信 頼関係 の 構 築

　意思疎通を良くし，相互 に信頼で きる よ うな関係 を築 く

こ とが 重要 で あ る，
  役割分担 ・

相互 補完

　お 互 い の 立場 を尊重 し ， 認 め合 う中 で ， 役 割 を分担 し ，

相互 に補完 し合 うよ うな 関係 に な る こ とが必 要 で あ る，
  目的 ・目標 の 共有

　明確な 目的，具体的な 目標が共 有され て い る こ とがお 互

い の 連携 ・協力 に不 可欠 であ る．
  窓 口 の

一
元 化

　住 民等，行政 ともに ，そ れぞ れ の 組織 を代表 す る
一

元 的

窓 口 を設け，窓 口 ど うしの 協議・調整を軸に，合意を図 り，
決定，実現 へ 進 め る こ とが必 要で ある．
d） 効 果

　玄 界島に お い て は．行政 と住民 等 との 協働 の 取組 みに よ

り， 復興 ・地 域再生 に向 けて 明確 な 目標を共 有 し， 互 い に

最 大 の 力 を発揮 で きる よ うに 助 け合 い ，関係 機 関の 理 解 ・

協力 を得て，困難に 直面 した時は新た な解決 策を 見 出す 弾

力性 を持 っ て，迅 速 に 目標を達成 す る こ とがで きた とこ ろ

で ある、
　 これ らを踏 ま え，行 政 と住 民等 との 「協働 」 が成 立 した

場 合 に 期待 で きる効果 を整理 す る と，次 の とお りと考 え ら

れ る．
  方向の 明確化

　住民 1 人ひ と りが 行 政 に 対 しそ れ ぞれバ ラ バ ラ な 要望

を行 うの で なく，コ ミ ュ ニ テ ィ と して 行政 と協働作業に取

り組 む こ とに よ り方 向が明確化 し，めざす べ き 目標が ハ ッ

キ リす る，
  迅速 ・的確 な対 応

　住 民 の 間 で 或い は 行 政内 部で 議論
・
検討がな され て い る

だ け では 具体的に進ま ない こ とも，協働作業に よ りス ピ
ー

デ ィ に，か っ ，的 を得 た対応 を とる こ とが で き る，
  弾力性

　 協働 を通 じて 意 思疎 通 が 緊密 にな り，最初 の 案 が ダ メな

らあきらめ るの で なく，別の 方法，次の 案を考え，チ ャ レ

ン ジ す るな ど弾力 的 な対 応 を と るこ と が で き る．

  最大エ ネル ギーの 発揮

　方向が 明確 に な り，役 割分 担 が 決ま れ ば，そ の 実現 に 向

け住民等 も行 政 も相 互 に補 完，連 携 して最 大 限の エ ネ ル ギ
ーを発 揮する こ とが で き る．
  地域 社 会全 体 の 理解

　協働で 取 り組 む こ とに よ り，自治体の 議会や 関係機 関，
マ ス コ ミ等 の 理 解が進 み，地域社 会全体 で 支えて くれる こ

とが期 待で き る．
  実 現 へ の 達成 感

　
一

方的な取組 み の 場合，仮 に 目標が 達成された と して も

不 満 が 残 るこ とが 多い が，協働 の 取 組 み に よ り実現す る場
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合は ，大 きな達成感，満足 感 を共 有す るこ とが で き る，

（2）課題

　 玄 界 島にお い て 成功 した （玄界 島 とし て の 悩 み や 課題 も

あるが，災害対応の 協働として 成功 と評 価で き る こ とは間

違 い ない）か ら とい っ て，他 の 災害 の 場 合に も うま くい く

とは 限らない ，玄界島の 事例も踏まえた上 で，今後 の 災害

対応 にお け る行 政 と住民等 との 「協 働」の 課 題 を考察 し て

み る と，（1）の 論点に 掲げた 要素が成 立せ ず，効果 が 期待

で き ない 場合 へ の 対応 の ほ か，住民組織や行政組織 に 内在

す る問題，財政上 の 課題 な ど次の よ うな もの を挙げる こ と

が で きよ う，

  コ ミ ュ ニ テ ィ の 崩壊

　プ ライ バ シー重視 ，都市化の 進 展 とい っ た 現象が 強 くな

る 中で，以 前の よ うな地縁社会 とし ての 結束が 弱 くな っ て

きて い る傾 向が あ る の で は ない か．
  住民 の 利害対 立

　個人 主 義が 強 くな る 中で，住 民 どお しの 利 害 が対 立す る

場合 の 調整 が 難 し くな っ て きて い る の で は ない か ．
  リーダーの 不在

　 コ ミ ュ ニ テ ィ の 役員等に な りた くない とい う人が 多く，
なっ て も形式的な場合もあ り，積極的な リーダーシ ッ プ を

発揮 す るこ とが期待 で き ない の で は ない か．
  代表 の 原 則

　 自治 体 の 長 ， 議 員は選 挙で 選 ばれ て お り，住民 の 代表者

で あ る．こ れ ら代表 を通 じ て 住 民 の た め の 行 政 が 行 われ る

の が原則 であ っ て ， そ の つ ど行 政 と住民 とが協働で 取 り組

む の で あれ ば，代表 の 意味 が な くな る の で は ない か ．
  縦 割 りの 組 織

　 自治体 の 組 織 は 縦 割 りで 構 成 され て い る こ とが 多 く，そ
れが 災害対応 の 協働 の 場合に障害 となる の で はない か．
  公 平 の 原則

　特定の コ ミ ュ ニ テ ィ だけ，特別の 扱い が なされ る こ とが

公 平 性 に反 す る こ とに な らない か，
  財 政 問 題

　個々 の コ ミ ュ ニ テ ィ と協働 す る と，経 費が大 き くな る傾

向は な い か．財 政 状況 が厳 しい 中で 対応 で き る の か．
  人材 の 育成 ・確保

　 行 政 にお い て ，協働 に 取 り組 む 窓 口 を担 う適 材 を見 っ け

る こ とが 難 しい の で は ない か．人材の 育成
・
確保 は どの よ

うに する の か ，

　以 上 い くっ か の 課 題 を述べ た が，こ れ ら に つ い て は それ

ぞれ 全 く解決 で きな い もの で は ない と考 え る．指摘 した問

題は ，時 代の 流れ や こ れ ま で の 制度 ・慣習の ま ま で は難 し

い テ ー
マ も含 ま れ るが，対応の 姿勢を変え，や り方 を工 夫

する こ とで 解決の 可能性は 大 き くな っ て くる と考え る．
　特に，災害発生 の 場合に は，普段 は希薄に 思われ て い た

コ ミュ ニ テ ィ 意識 が 強 くな り，住民 間の 連帯 や リーダー的

存在が 現 わ れ て く るケ
ー

ス もあ る．ま た，自治 体 の 制度 や

運 営 の 原 則 も ， 災害 対 応 に 当た っ て 例 外 的 な取扱い が理 解

され る 場 合が あ る．し か し，危機 に 際 し迅 速，円滑 に対 応

す るた め には，日頃 か ら協働の 取 組 み の 素地 を作る と とも

に．制度的 に 解決 すべ き課 題 を念 頭に 置い て 予 め シ ミ ュ レ

ーシ ョ ン 等を行 っ て お く こ とが重 要 と考える．

　地 方分権推 進 の 新 しい テ
ー

マ とな る 「協働
・協 治 の 時代」

が本 格的に始ま ろ うとす る 中で 発 生 した福岡 県西 方沖地

震 に 際 して の 玄界島の 取組 み は，災害対応 にお け る協働の

リ
ー

デ ィ ン グ ケ
ー

ス と し て 位置づ け るこ とが で きる もの

で あ り，今 後，各種 課 題 へ の 取 組 み を進 めて い く上 で 大 い

に参考 とな る もの と考え る，
　 な お，広 域 ・大 規模 な災 害 の 場 合 に は，単 に量 的 な大 き

さだ けで な く ，質的 に きわ めて 難 しい 問題 が顕在化 し て く

る こ とか ら，行政 と住民 等 との 協働 の あ り方 につ い て も．
新た な視点で 考察 しな け れ ば な らな い 課題 が存在す る と

考え る．

　こ の よ うな さま ざま な課 題 につ い て，今 後 の 災 害対応 の

研 究 の 中で 検討が 進み，解決へ の 工 夫が 示 され て い くこ と

が必 要 で あ る と考 え る，

9 ，おわ りに

　 自分た ち の 命は 自分達で 守 る，その た め に は，住 民 1

人 ひ と りが意 識 を変え，地域 コ ミ ュ ニ テ ィ が機能 して い く

こ とが必 要で あ り，ま た ，行政 も住民，コ ミ ュ ニ テ ィ と協

力 して災 害対応 に全力 を あげて い か な けれ ば な らない ，
　今 後 さ らに，行政 と住民 等 との 「協働」 に 取 り組 み なが

ら 自助 ・共助 ・公 助 の 連携 を強 めて い くこ とが防 災 ・減 災

の 推 進 に 不可欠 で あ り，重要 な課 題 で あ る と考 え る．

　本 稿 で は，福 岡県 西 方沖 地震 にお け る 玄界 島 の 事 例 を取

り上 げた が，島の方 々 の 比 類な き結束に 基づ く行政と住民

等 との 「協働」 に よ り迅 速 ・円滑 な応急，復 旧 ・
復興等の

取組みが な され た こ とは ，高く評価すべ きもの と考える，

　今 後 とも ， 玄 界 島 の 皆様 が ， 種 々 の 困難 を乗 り越 えて い

か れ る こ とを お 祈 りす る と とも に ，こ れ ま で の 玄 界 島の

「協働」の 取組 み が，多 くの 自治 体 にお け る災 害 に対 す る

取組 み の 参 考 となれ ば 幸い で あ る．
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補注

（1）福岡県 に お ける 体制の 主 な もの は 次の とお りで あ る ．
  福 岡県 災害 対 策本 部 （平 成 17年 3月 20日

〜
平成 17年 5 月 13

日）

　発 災直後に ，応急対策 を中心 とし た 災害対 策を総括す る組織 と

して 設置 され た もの で ある．
  福岡県西方沖地震復旧 会議 （平 成 17年 6 月 2 日〜）

　地震 災害に 関 し復 旧対策を 中心 に各種対策 の 推進 を図 るた め

の 会議で ある ．
  玄 界 島災害復 旧 対策連絡会議 （平 成 17年 3 月 29 日〜平成 18

年 1 月 2S 日）

　玄界 島の 復 旧
・復興等を円滑に進め るた め の 県

・市の 連絡調 整

会議で あ る ，
  玄界 島斜面 対 策委 員 会 （平成 17年 6 月 30 日〜平成 17年 10 月

24 日）

　地質 ・
地盤 等の 専門 家を 中心 として，玄界 島復 興 に向 けた斜 面

対策の 基 本方 針 を検討するた め に県・市合同で 設置 した委員会 で

あ る．

10

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Institute of Social Safety Science

NII-Electronic Library Service

エnstitute 　 of 　 Sooial 　 Safety 　 Soienoe

（2）福岡市に お ける 体制の 主 なもの は 次の とお りで ある．
  福岡市災害対 策本部 （平 成 17年 3 月 20 日〜平成 17年 5 月 31

日）

　地震発 生後 直 ち に，応 急対策等の 災 害対 策を総括 す る 組織 と し

て 設 置 され た もの で あ る ，
  福岡 市地 震 災 害復 旧

・
復 興 本 部 （平成 17年 4 月 12 日〜）

　地 震災害 に関 し市民生活の 回復・安定及び 都市施設等の 復旧 ・

復興 等を推進す る組織 と して 設 置 され た もの であ る．
  玄界島復興事務所 （平成 17年 4月 12 日

・・一平成 20年 3 月 31 目）

　 玄界 島復興 プ ロ ジ ェ ク トを推進す るた め に設 置 され た現 地 事

務所で あ り，住民等 との 協議調整の 窓 口 として 中心 的役割 を果た

した もの で ある ，

  なお，上 記補注 （1）  ，  は 県と共 通の 体制で ある ．

（3）行政 の 災 害対 策担 当者か らの ヒ ア リン グ調査 にっ い て

  福岡県関係 で は ，平 成 21 年 3 月
・4 月等 に，東康裕氏

・
平 島

研 二 氏
・
中島 浩氏

・
大 曲茂芳 氏

・
岸原 昌広 氏

・
田 中克 尚氏 （消 防

防災担当），塚本義孝氏 ・内金豊治氏 （建築都市担 当），遠藤健二

氏 （保 健福祉 担 当）等か らお 話 を伺 っ た．
  福岡市関係で は，平成 20年 12月，平成 21 年 3 月・4 月等に，
須 川 哲治 氏 （玄界 島 復 興担 当），星 子 明 夫氏 （防災 ・危 機管 理担

当），中島紹男氏 ・松 田純氏 （総務企画担当），原 口裕 司氏 ・舛岡

隆行 氏 ・松 田政 人 氏 （財 政 担 当），樋 口 隆氏 ・上瀧 今佐 美 氏 （住

宅都市担 当），永 野宗和氏 （教育担当 ）等か らお 話を伺 っ た ．

（4）玄界 島の 現 地調 査 及 び 島民 の 代 表 の 方々 か らの ヒ ア リン グ調

査 につ い て

  平 成 21 年 4月，玄界 島 を訪 れ，戸建 て 住 宅，公 営住 宅，道 路

階段 ，小
・
中学校，漁 業 施設 ，集会 施設 ，公 園、神 社等 の 現地 調

査 を行い ，復興状況等を確認 した．
  平 成 21年 3月

・4月等 に，伊藤和義氏 （復興委員会会長），林

繁氏 （同委員兼事務局長），上 田洋氏 （同委員），梅 田福一郎氏 （同

委員），細江 四 男美氏 （同 委員 兼会計 監 事），松 田武 治 氏 （同委員

兼会計，し まづ く り推進 協議会会長）等 か らお話 を伺 っ た ．
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