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　The   dian　Ocean　Tsunami　which   c皿π ed 　on 　December　26宦h
．2004，

　was 　one 　of 　the　biggest　djsasters　wllich 　hit　develop  g
co 皿 Uies　recently ．　Huge 　amo 皿 t　of 血ternational　assistances 　were 　proVided　to　affected 　areas ．　Five　years　have　passed，　and 　mmy

international　don（ms 　have　c（mipletecl 　their　dttty　and 　left　the　country ．　It　seems 　tlat　people
’
s　lives　re血 med 　to 皿ormality ，　but　is　this　the

end 　of 　the　entire　recovery ？ h 血is　study 　we 　fbcus　on 血 e　people
’
s　life　recovery ．　First，　we 　clarifシthe　oolls｛stant　critica1　elements 　for

life　recovery 　ef （lisaster　Victims　in　ladenesia　through 　field　survey ．　Then　we 　analyze 　the　result 　in　terms　of 　social　capita1 　theory．

Kay7vords：　lndian　Ocean　Tsuuami，　Central　Java　EarthquakO．　recovety ，　international　coeperation ．　development　stttdy ，

　　　　　 social 　capital

1 ，は じめに

　本 研 究 は ，被災 した 開発 途上 国 に対 し実施され た国 際

支援の 事例研究を 通 し，被災地 の 復興 に有効な 国際 支援

の 要件 を明 らか にす るこ とを 目的 と して い る．

　議論 に 先 駆 け，い くつ か の 言 葉 の 定 義 を示 して お く．
本 研 究 に お け る国 際 支援 と は ，国外 か ら 開発 途上 国に提

供 され る支援 の こ とを指 す，国際 支援 は，国際連合（以 下，
国連 ）な どの 多国籍機 関や 各 国政 府 に よ る 政府 開発 援 助

（Or五cial 　Develop皿 ent 　AssiStarioe，　ODA ），非政府組織（Non

Go − Ul　Organizations，　NGO ）裸 団体 な どに よ る

民 間援助の 二 つ に大きく整理 で きる．被災 し た 開発途上

国に 対す る支 援 につ い て は ， ケ ン トが ， 災 害 直後 の 被 災

者救済 の た め に 行わ れ る災害緊急支援，被災前の 状況 に

地域 を 回復 させ る た め の 災害復 旧支援 ， そ して ， 災害復

旧後 の 地域 の 開発 を 図 る た め の 災害復 興支 援に 区 分 し議

論 を展 開 して い る り，こ の 区分 は 防 災研 究 に活 用 され る，
応急 対応 期，災 害 復 旧期，災 害 復 興期，とい う災 害発 生

直 後 か らの
一
連 の 時間 経過 に対 応 し た 支援 区分で ある こ

とか ら，本研 究 で は こ の 用 語 を用 い る こ とに す る。
　災害緊急支援 とは ，被災者救済 の た め に 行 われ る 救

命 ・救 助，食糧，テ ン ト，医療 サービ ス な どの 提 供 で あ

り，迅 速な対応 と，救助な どは専門的な技術を必 要 とす

る，こ の た め，ODA に よ る災害緊急支援は，市民 防衛，
消 防 な どの 災 害 対応 の 専 門機 関 に よ り行 わ れ るこ とが 多

い
2），こ れ に対 し，災害復 旧 ・復興支援は，破壊され た

都 市基 盤 の 回 復 や，被 災 者 の 生活 の 再建 ，祉 会 ・経 済 状

況 の 回復 の た めの 支援 を行うもの で あ り，開発支援実施

機 関 に よ り支援が 行 わ れ る （1）．ま た，支援ア プ ロ ーチ を

み る と，災 害 緊急 支援 にお い て は，国連 を 中心 に支 援 国

側 が 中 心 と な り支援 を 調 整 し，支援 を迅 速 に 提 供す る こ

とに 重 点が置 か れ て い るが，災害復 旧 ・復興 支援に お い

て は，支援受け手 側が策定 し た復 旧 ・復興戦略に 対す る

支援 が行われ る とい うよ うに ，受け手側 の 自助努力が 重

視され て い る．こ の よ うに，災害緊急支援 と災害復 旧
・

復 興 支援 で は，支援 実 施 機 関や 支援ア プ ロ
ー

チ が 異 な る．

　2004年 12月 26 日 に 起 こ っ たイ ン ド洋津波災害は ，近

年 開発 途上 国 を襲っ た 自然災害の 中で は 最 も 規模 が 大 き

く，ま た，過 去 最 大 規模 の 国際 支援が行 われ た 災 害 で あ

っ た ．し か し なが ら，災害緊急 支援か ら 災害復 旧 ・復 興

支 援 へ の 移 行 が上 手 く行 われ ず，様 々 な課 題 が 表 面化 し

た
3〕．こ の た め，同 災 害 を機 に ，国連 を 中心 に ス ム ーズ

に支援 を移行させ るた め の 方策が検討され て い る．

　 イ ン ド洋津波災害か ら 5 年 が経過 し，被災地 で は災害

復 興 事業が ほ ぼ完 了 した と捉 え られ て い る．例 えば，本

研究に お い て 事例 とする ，イ ン ドネ シ ア の ナ ン グ ロ
・
ア
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チ ェ
・ダ ラ サ ラ

ーム 特別 州（以下，ア チ ェ ）で は， 2005年

4 月 に 復 興 事業 を統括す る機 関 と して ア チ ェ
・ニ ア ス 復

興庁（Badan　Rehabilitasi（tan　Rekonstmksi，　BRR ）が 設置され ，
BRR の 下 で，支援 を活用 し，破壊 され た祉会基盤 の 再建

や被災 者へ の 住 宅 提 供，所 得 の 向 上支 援 な どの 事 業 が行

われ て きた，BRR は ，当初設定 した復興 目標が 完了 し た

とし て，2009 年 4 月 にそ の 業務 を終 えた．支 援 に搆 わ っ

た国際機 関の ほ とん どがア チ ェ を離れ て い る．
　 し か し なが ら，2008 年 に著 者 らが被 災 地 を調 査 した と

こ ろ，被災者の 復興感は 依然 と し て 低い 状況で あっ た ．
同様 ， 被災 地 に対 す る国際 支援 が被災 者 の 復興 を促 して

い ない 点は，複数 の 事例研究に お い て も指摘され て い る
4｝．そ の 原 因 の

一
つ と し て ，支 援 機 関 と被 災 者 との 間 で

災害復興 に 対す る 認 識の ズ レ が あ り，そ れ 故，被災者の

復 興 感 が 満 た され ない こ とが考 え られ る．被 災者 の 復 興

感 は ，被 災者 の 尺 度 か ら捉 え る 必 要 が あ る だ ろ う、そ こ

で，本研究で は，災害復興 ，申で も被災者 の 生活 再 建 を．
実現 す るに は何 に 対 す る支 援 が 求 め られ る の か を，被 災

者 の 視点に着 目し て分析す る．

　本 研究 の 構 成 で ある が，第 2 章 で は，被 災地 の 復興 に

対 す る国際支援 を既往研 究を踏ま え整理 す る．第 3 章で

は，開発途上 国の 被災者 の 生 活再建 の 要素をイ ン ドネシ

ア の 事例分析か ら明らか に す る．そ し て，事例 に 関す る

考 察 と考 察 を踏ま えた 国際 支援の 要件 を第 4 章 に記 す．

2 ，被災地 の 復興 に 対する国際支援

（1）開発途上 国に 対す る災害緊急支援の 特徴

　開発途上 国の 被災地 に対す る災害緊急支援は ，1960年

代頃 ま で は 国際 赤 十 字連 盟 を中 心 に ， 宗 教 を基 盤 とす る

慈 善団体や NGO に よ る 個別 の 支援 が中 心 で あ っ た
s｝．し

か しなが ら．1970年 5 月 にペ ル ーで 地震 が発 生 し死 者は

約 5 万 人 に．ま た．同 年 11 月 に 東 パ キ ス タ ン （現バ ン グ

ラデシ ュ）で ボー
ラ ・サイ ク ロ ン に よ る 被害が発生 し，死

者 は約 50 万 人 に上 っ た．こ れ らの 巨大 災害 に 対応 す るに

は，個別 の 支援だ け で は不十 分で あ っ た こ とか ら， 国際

支 援 を獲得 す る と と もに，そ れ を効 果 的に活 用 し被災者

を救 済す るた めに 1971年 に国逮 は，国連 災 害救 援活 動調

整官事務所（Office　of 　the　United　Natiens　Disaster　Relief　Ce−

ordinator ，　UNDRO ）を設 置 した．　　　　　
「

　UNDRO は，設 置 当初 は 災害 緊 急 支 援調 整 と防 災 を 事

業 の 柱 として い た が，災害緊急支援調整業務が拡充され

た一方，防災事 業 は縮 小 され た
6）．1991 年 に は，国連 改

革 に よ り人 道問題局 （Dqpartment 　of 　Humanitarian　Affairs，
DHA ）が設置 され，　 UNDRO の 災 害 緊急 支 援 調 整 部 門 は

DHA に 吸収 合併 され た ．1997年 に DHA が廃止 され ，再

び 災害支援調整 の た め に 人 道 問 題 調 整 事 務所 （United
Nati  s　O 伍 ce　for　the 　Coordination　of 　Humanitarian 　Affairs，
OCHA ）が設 置 され た．
　災 害緊急 支援 に つ い て は，支援機 関 の 特徴 や

5）fi），支 援

調 整 に着 目 した 研 究
1）が 中心 で ある．こ れ は，災害緊急

支援 に お い て は ，明確 な 支援 シ ス テ ム が あ るわ け で は な

く，各支援機関が，国連を中心 と し た ネ ッ トワ
ークで 結

ばれ て い る た めで あ る
1）．従 っ て ， 支 援内容 は 各支 援機

関の 意思決定に 左 右される ．また，各支援機関は 自らが

行 っ た支援事業 に 関す る評 価 分析 を行 っ て い るが
， 支 援

全体 が 地 域 に 与 え た 効 果 の 評 価分 析 は あ ま り行わ れ て い

ない ．

（2）開発支援

　 被 災 地 の 復 旧 ・
復興 に対 す る ODA は，開 発支援実施

機 関 に よ り行わ れ て い る．これ は，災 害 復 旧 ・復 興 が 地

域 の 開発 と重 ね て捉 え られ て い るた め で あ る．そ こ で ，
本 節 で は 開発 とは どの よ うな概 念 で あ る の か ，ど の よ う

な支援ア プ ロ
ー

チ が あるの か を既 往研 究か ら整理 す る．
　 ス テ ィ

ーブ ・ブ ラ ウ ン は ，開発 支 援 の 契機 とな っ た 出

来事 と し て ，第二 次世界大戦後の 国連などの 多国籍機関

の 設 置 と，こ れ を基盤 と し た戦 後復 興 に 向 け て の 支 援，
米 ソ 冷戦下 に お ける政治 ・経済覇権 を巡 る二 国 間支援，
植 民 地 の 独 立 に伴 う支 援を挙げ て い る

7），1961年 に 経済

協力開発 機構（Organization　for　Economic 　Co−operation 　and

Developmeng 　OECD ）の 委 員会 と して ，支 援供 与 国に よる

開 発 援助 委員会（Development　Assistance　Committee ，　DAC ）

が 設 置 され た，DAC は ， 支 援 受 け入れ 国を，

一人 当た り

国民 所得を基 準 に，後 開発 途 上 国，低 開 発 国な どに 区 分

した．第二 次 大戦後 に始 め られ た開 発 支援 は，経済水 準

や 所 得 の 向上 を 目的 とす る もの で あ り，そ の た め，工 業

化 や技術移転に よ る産業振興 な どが 重視され た．

　 し か し なが ら，開発 途 上 国が経済的 に 成 長 し て も，貧

富 の 格差は解消 され ず，1970年 代頃か ら経済成長 を 目標

に 据え た支援 に 対 し て は 批判 が相次い だ．国連開発計画

（United 　Nations　Developme 皿t　frogramrne ，　UNDP ）は 1990 年

に 人 間 開発 報 告 書 を発 刊 し，開発 プ ロ セ ス の 中 心 に人 間

を据 え，開発 を 「人 々 の 選択 の 拡 大 プ ロ セ ス 」 とす る 新

た な定義 を示 した
8）．また，アマ ル テ ィ ア ・セ ン は，国

民 所得 の 向上，技 術 進 歩 を 目的 と し た支 援体 制 を批 判 し，
「開発 とは，人 々 が享受す る様々 な本質的自由を増大さ

せ る プ ロ セ ス 」 とい う開 発 の 定義 を示 した
9｝，

　 こ の よ うに ，開発 の 目的が，所得の 向上 や 経済成長か

ら，人 々 の 選 択 肢 の 拡 大 に変 化 した の と同様 に，支 援 実

施 ア プ ロ
ーチ にお い て も，支 援者 が 中 心 とな り支援 を提

供 す る こ とか ら，支援 の 受 け手 社会 の 人 々 が 主 体 と な る

こ とが重視 され る よ うにな る．
　 1970年 代 に 米 国 の 国際 支援実施 機 関 で あ る 米 国際 開発

庁（USAiD ）が 支援事業管理 の た め に 開 発 し た ロ ジカ ル ・

フ レ ーム ワ ーク（以 下 ，
ロ グ ・フ レ ーム ）に 基づ き，ドイ

ツ の 技術協力実施機関で あ る 技術協力 公 社（GTZ ）が，援

助 受 け入 れ 国 の 人 々 と支援者 とが 共 同 で プ ロ ジ ェ ク ト計
’

画 を策定 す る 目 的志 向型 プ ロ ジ ェ ク ト立案 （ZOPP ）手法 を

開発 した．そ の 後，各支援実施機関 は，地域の 人 が プ ロ

ジ ェ ク ト立案や 実施に参加す る参加型計画手 法 を取 り入

れ た
10）．た だ し，ZOPP 手法は 支援者が，ワ

ークシ ョ ッ

プ を 開催 し，そ こ に 参 加 し た 人 の 意見 を集約 し 案件 を形

成する もの で あ る。こ の た め，字 が 読 め ない 人 ， 農村 に

居 住 し て い る人 な ど，本 当に 援 助 を必 要 とす る 人 が 参加

して い な い とい う参加 者 選定 の 問題 が指 摘 され た
11｝，

　 これ に 対 し，ロ バ ー ト ・チ ェ ン バ ー
ス は ，支援者 が 援

助の 中 心 に な るの で は な く，真 に援助 を 必要 とす る人 を

中心 に 据え，支援者 が地 域 に赴 き，よ り深 く地 域 に つ い

て 地 城の 人 々 と学び，そ の 過 程 か ら開発 の た め の 気付き

を得 る 必 要性 を述べ た
12）．そ の ア プ ロ

ーチ として 提示 さ

れ た の が，主体的参加型農村調 査方法（Participatory　Rural

Appraisal，　PRA ）で あ る．開発 を め ぐ る課 題 の 多くは ， 地

域 の 人 々 に も，支 援者 に も見 えて い な い 。

　以上 を ま とめ る と，現在 の 開発支 援は，援助受 け 手社

会 の 人 々 の 選 択 肢 の 拡大 を重視 す る もの で あ り，受 け 手

社 会 の 人 の 視 点 に立 ち 協働 して 開発 を検討 す る こ とに よ

り 自律 的な 開発 を 促す とい うア プ ロ ーチ が 採 られ て い る ．
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（3）災害 緊急 支 援か らの 支 援 の 移行

　 2004 年 の イ ン ド洋 津 波 災害 に よ り，イ ン ド洋 沿岸地域

は 死者約 20 万人 とい う甚大な被害を受 けた．被災 地 の 状

況 がマ ス メデ ィ ア を通 し て 世界各国で 報道 され た こ とか

ら，支援に対する 関心が高まっ た．被災地の 復興 には 70

億米 ドル が必 要 と試 算 され た が，国際祉 会か らは それ を

は るか に 上 回 る 140 億 米 ドル の 支援 が 集 め られた
1コ），

　
一方，こ れ ら国際支援 の 実施に 際 し て は 様々 な問題 が

み られ た ．例 えば，イ ン ドネシ ア の ア チ ェ で は，大 規模

な被害 に よ り，被災 地 の 行 政機 関 が機 能 せ ず，混 乱 した

状況 の と こ ろ に 世界各国か らの 様 々 な支援が集 中 した ．
十 分 な情報 収 集 と情報共 有 が 為 され ぬ まま，支援 が行 わ

れ た結 果，居 住者 が い ない 住宅 が多数 建 設 され る な どの

援助 重複の 問題 が起 こ っ た
3）．イ ン ド洋津波災害時の 国

際支援 に関する反 省を踏まえ，効果的 に国際支援 を実施

す るた め の い くつ か の 試みが 始め られ て い る。
　第

一
に，国連 に よ る ク ラス タ

ー
制の 導入 で ある．イ ン

ド洋 津 波 災 害 の 課 題 の
一

つ は，災 害 緊 急 支援 か ら災害 復

旧 ・復興支援への 支援事業の 移行が ス ム
ーズ に行 われ な

い とい う点 に あ っ た ．た だ し．ど の タイ ミ ン グ に 支援 を

移行 させ れ ば 良い の か とい う線引 きは難 しい り．そ こ で．
あ らか じ め 支援を 分 野（以 下，ク ラス ター

）別 に 区分 し，
ク ラス ター内部 で 情 報 を 共有 し，支援機 関 間の 事業の 引

き継ぎを行うこ と に し た
3）．ク ラ ス タ

ー
制は，2005年の

パ キス タ ン 地 震 を機 に検 討 が 始め られ，2006年 5 月 にイ

ン ドネシ ア で発生 し た ジ ャ ワ 島中部地震の 際 には， 「住

宅 」　 「早 期復 旧 」　 「保 健 医 療 」　 「水 ・公 衆 衛 生 」　 「食

糧 ・栄養」　 「教育」　 「治安」　 「農業」　 「情報」　 「ロ ジ ス

テ ィ ッ ク」 とい うク ラ ス ターが設 置 され た．

　第二 に ，集 め られ た支 援 を一元 的 に管理 す る と ともに ，

それ を効果 的に 活 用 し て 復 興 を 推進 す る た め に，独 立 し

た専 門 機 関 が新 た に設 置 され た 点で あ る．イ ン ドネシ ア

で は，中央省庁 と同等の 権限 を持 つ BRR がア チ ェ に 設置

され た．BRR は，政府が策定 し た 復興 計画 に 基づ き，支

援 を調整 し，復 興 事 業 を実施 した．なお，BRR が設 置 さ

れ た こ とは，支援を
一

元 的に 管理 する とい う点で は 効果

的 で あ っ た が ， そ れ に よ り．被 災 地 の 状 況 に 即 し た 復

旧 ・復興が行 われた わ け で ない ．ア チ ェ で は．被害が あ

ま りに 大 き く地 元 行 政機 関が 行政能力 を 欠 い た こ とか ら，
復興 計 画 は イ ン ドネ シ ア 中央 政 府 に よ り策 定 され た，ア

チ ェ に設置され た BRR で は，支援機関 との 交渉の 必要性

か ら，業 務は基 本 的 には英 語 で 行わ れ，英 語 の 話 せ ない

アチ ェ 人 は 関与で きなか っ た．復 旧 ・復興計画の 策定や

実施 に携 わ っ た人 の 多 くは，ア チ ェ 以 外 の 地 域か ら雇 用

され て い た の で ある．

（4）生活再建支 援

　イ ン ド洋津波災害か ら 3年 が経過 し た 2008年 に，イ ン

ドネ シア では，BRR が被災 した イ ン フ ラの 再 建や住宅再

建 な ど の 災害復 旧 が一段 落 し た と して ，支援 の重 点 を災

害復 興 支援 へ と移 した
14）．そ の 具体的な内容をみ る と，

被災者への 住宅 提供 に 加え，漁業 ・農業支援や小 規模融

資 に よる 所 得 向上 とい うよ うな被災 者の 生活 再建 の た め

の 支援を中心 とす る もの で あ っ た．住宅 再建，再 定住地

の 建 設，産 業振 興 に よ る所 得 向上 とい う支援 は，2003 年

の イ ラ ン の 地震 災 害，2005 年 の パ キ ス タ ン の 地震 災害 に

お い て も災 害復 興 支援 と し て 行 われ て い た ．こ れ らの 事

例 は ， 国際 支援 の 多 くが，社会基盤 の 回 復 や被災者 の 住

環境 の 整備 を災害復 旧 支援 と，被災 者 の 所得 向上 や，社

会 サービ ス の 提 供 な どを災 害復 興 支援 と捉 えてい る こ と

を示 して い る．
　被災者の 生 活 再建 に 関す る 既往研 究 の うち，1991 年 に

フ ィ リ ピ ン で 起 こ っ た ピナ トゥ ボ火 山の 噴 火 で 被災 し た

先住 民 ア エ タ の 生 活再建 を分析 した 清水展 の 研 究は興 味

深 い
15）．ピナ トゥボ火 山災害 に お い て も様 々 な 国際支 援

が行 われ た．被災者 の 生 活再建 の た め に 行わ れ た 支援は，
再定 住 地 の 建 設，住 宅 の 提 供，所得 向上 の た め の 小 規 模

融資等 で あっ た，支援終 了後の ア エ タの 人 々 は，山 に戻

り被災 前 と同 様 の 生活 ス タイル に 戻 っ た グル ープ ，政 府

に よ り建 設 され た再 定 住地 に 移 り住 み，平地 民社会への

依存 を 深 め な が ら新た な 生 活 ス タ イ ル で 再 建 を進 め た グ

ル ープ，よ り良 い 条 件 の 再 定住 地 を 自主的 に確 保 し，農

業 を 中心 と し た事 業 を通 し生 活 再建 を行 っ た グル
ープ に

大 き く 区分 され る，ア エ タ の 人 々 は ，被 災 す る 前 は フ ィ

リピ ン 社会に お い て 抑圧され た 存在で あっ た が，国際支

援 との 交 渉過 程 に お い て 自 らの 民族 意 識 を認識 す る と と

も に，自らの 判 断 で い ずれ か を選 択 して い た．つ ま り，
ア エ タの 人 々 に と っ て の 生活 再建 とは，住 宅 を獲 得 し，
所得を向上 させ る こ とで は なく，自らの 民族意識を認識

し，そ れ を活 用 して 自立 す る能 力 を身 に つ け，選 択 の 幅

を広 げ る こ とで あ っ た．
　被災者 の 生 活が どの よ うな要素か ら構成 され て い る の

か に着 目して い るの が，1995年 に発 生 した阪 神淡 路 大震

災の 被災者の 生 活再建 に 関す る
一連 の 研究で あ る．震災

5 周 年 を控 えた 1999 年 に，神 戸市震 災 復 興 本 部 に よ り

「震災復興総括 ・検証研究会」 の 生活再建部会が設 置 さ

れ，行政，研 究者，被災者が参加 した ワ ーク シ ョ ッ プ が

開催された．ワ
ー

ク シ ョ ッ プ にお い て 出 され た 意見 は 体

系 化 され ，最 終 的に 「す ま い 」　 「つ な が り」　 「ま ち亅

「こ ζう とか らだ 」　 「そ な え」　 「く らしむ き」　 「行 政 と

の か か わ り」 の 7 要 素に 集約 され た
】6），これ ら の 要 素は，

生活 再 建 7 要素モ デル とし て，そ の 後 も継続 し て 検証 さ

れ た．そ の 結 果，震 災 か ら 5 年 が経過 し た時 点で は 「す

ま い 」 に 関す る発 言 が 消 失 し，10 年 が 経過 し た時点は

「つ な が り」 の 再 構 築 が重視 され る とい う，経 年 変化 も

明らかに されて い る
iη．

　 ピ ナ ト ゥボ 火 山 災害 と阪神 淡路大 震 災の 事例 は ，被災

者 を 取 り巻 く住環 境の 整 備 が 災害 復 旧，所得向 上 に よ る

生 活再建 が災 害 復興 で は ない こ とを示 し て い る．被 災者

の 生活 再建 は，災 害復 旧 ・復 興 とい う時間経過 を通 じて

取 り組 ま なけれ ば な らな い 長期的な 課題 で あ り，同時並

行的に 多様な要素 に 対する支援 が求 め られ る．そ れ に も

関わ らず，国際支 援研 究 にお い て は ， 被災者 の 生活 再建

に着 目し た 分析 は ほ と ん ど行 われて い ない ，

　以 上 の 議 論 を踏ま え，開発 途上 国 の 被災者 の 生 活 再建

が どの よ うな要 素 か ら構 成 され て お り，生活 再 建 に は 何

に対 す る支援 が求 め られ る の か を，イ ン ドネシ ア の 事例

か ら分析 す る．

3 ，イ ン ドネ シ ア の被災者の 生活 再建の 要素

（1）分析方法

　本 章で は，災 害 に よ り直接人 的 ・物 的被害を受 けた被

災者 に 焦点をあて ，被災者 の 視点か ら生 活再建 を分析す

る．分析対象地域 とし て は ，イ ン ド洋津波災害で 被災 し

た ア チ ェ と 2006年 の ジ ャ ワ 島中 部地震 災 害 で 被 災 した ジ

ョ グ ジ ャ カ ル タ特 別 州（以 下，ジ ョ グジ ャ カ ル タ ）に 着 目

す る．こ れ は ， 地 震 ， 津 波 とい うよ うにハ ザードは 異 な
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る もの の ，類似 し た 時期に 起きた 災害で あ り，被災者 が

どの よ うな復興 プ ロ セ ス を た ど っ てい るの か ， 地 域性 を

考慮 しっ つ 検討 す るた め で あ る．

　 地域 性 の 相 違 で あ るが，ア チ ェ は ， 14 世 紀 頃 か ら 19

世紀に か け て ア チ ェ 王 国 と し て 栄 えた ，イ ン ドネシ ア で
．

は イ ス ラム 教が最初 に伝わ っ た イ ス ラム 信仰が 強 く，天

然 資源 が豊 か な地 域 で あ る．1949年 に イ ン ドネ シ ア 連 邦

共和国が独 立 した 際 に，歴史，文化，宗教的特徴な どか

ら特別 州 として 認 め られ たが，1950 年 8 月 15 日に連 邦

制が廃止 され る と再 びイ ン ドネシ ア 共和 国 に統合され た．

以降，イ ン ドネ シ ア か らの 分離独 立 を 求 め る 「自由 ア チ

ェ 運 動（GAM ）」 とイ ン ドネシ ア政府 との 対立が続き
］s），

1998年の ス ハ ル ト体制崩壊後に武 力 闘争 が 激化 した こ と

か ら，2003 年 5 月 に 軍 事 非常事態宣言 が 発布 され，外 国

人の 立 入が禁止 され た．こ の よ うに ア チ ェ は．反中央政

府 の 立 場 に あ る．

　
一方 ， ジ ョ グジ ャ カル タは，イ ン ドネ シ ア最 大 の 人 口

を有 し．首都ジ ャ カ ル タ が あ る ジ ャ ワ 島 中部 に位置す る．
1940年 か ら 45 年 の 間は ジ ャ ワ王 国 の 首都 で あ り，イ ン

ドネ シ ア 独 立 に 際 し て の 貢 献 を認 め られ，特別 州 とな っ

た
19）．国 王（ス ル タ ン ）は現 在 も名誉知事 と して 行政に携

わっ て お り，住 民の ス ル タ ン に対す る信頼は厚い ．

　ζの よ うな地域性 の 異 な る両地 域で 起 こ っ た災害に対

し，巨額 の 国際支援 が行わ れた．調査 時 に は ，災害か ら

バ ン ダア チ ェ で は 4 年 が，ジ ョ グ ジ ャ カ ル タ で は 2 年 半

が経過 し，国際支 援は ほぼ撤 退 して い た，
　 これ らの 両 地域 か ら，調査地 と して ，災 害 に よ り大 き

な被害を被 っ た被災地 と，被災後 に支援に よ り建設 され，
新な環 境で の 生活 再 建 が 必 要 な再 定 住地 を選 定 し た，こ

れ は，住環 境の 相違や住民構成 の 相違が 各地域の 被災者

の 生活再 建 に どの よ うな 影響 を及 ぼ し て い る の か を比 較

検討 す るため で ある．調査地の 概要を表 1 に 示 す．

アチ1 ジョグジヤ加 タ

被災岨 被鍛嬉 再定住地

謂査塘名

ムルドウ 7テイ　　　　　魑満大匿村｛ツ
ー
チ
ー
｝

けン伽 ・
アチエヴ ラサ

ラ
ー
ム特別彊パ ンダアチエ

市クタラジャ 凶

けシグロ・ア于エ・ダラサ

ラ
ーム 特馴釧ア于エ・ベ サ

ー
ル 県ヌフン ）

バタ，ン

〔ジョヴジャカ ルタ特別州パ

ントゥ
ー
ル県ジェティス 椰｝

甎ン レ ベ ン

｛ジョグジャカル鱗 癆釧ス

レマ ン 県プランパナン勸

披富状況
全壌 居住看は土均甕失・住宅全

壊

全塩 旧ンレベンは皇凱 居住飜

止亀駄 指定

居住者

徴災前からの居住者
・
その

遺族・賃貸

津濱によるま地喪失者
・
賃

貸住宅喪失居住者

被災前から  居住者 埴霞により住宅が倒壊した

旧ンレベ ン．パントゥッケ．セ
ンギル 、陶ラペ ンの居住者

住宅 基本的に2K ：レブレッ ケス 〔二 戸
一
｝2K 居建者の 譖断に よる．aく ドーム 聖 住宅12K〕

薫隈機鬨

AD臥 UNPP．6R尺〔政

膚〕

仏陀慈潔 NGOl 凧 JRF W州 00 （N60 ｝，恥 m。取

山 oWod 儡 の

調査人敗 10名〔男性7名交性3名｝ m 叡 舅性3名女脚 刷 10名（男性焔 女性6名） 1D名偶 性略 ．女 性5名）

表 1　調査地域概要

　調査 に お い て は ，阪神淡路大震災後 の 被災者 の 生活 再

建 の 分析 に よ り明 らか に され た 「す ま い 」　 「つ なが り」

「ま ち」　 「こ こ ろ とか らだ 」　 「そ な え」　 「く らし む き」

「行 政 との か か わ り」 とい う生活 再 建 7 要素モ デル を適

応す る こ と に し た ，こ れ は ．こ の モ デ ル が，被 災 者 の 生

活 再 建 を長 期 的に 分析 し構築され た モ デル で ある こ と，
2001年 9 月 11 日 に ニ ュ

・．一ヨ ーク市 で 発 生 した 爆破 テ ロ

事件か らの 復興過程 の 分析や
20），日本の ODA 実施機 関

で あ る 国際協 力 機 構 （JICA）の 開発 途 上 国 向 け研修 コ ース

に お い て 適応 され て お りω ，他地域で の 適応 が可 能だ と

考え られ たた め で あ る．
　調 査方法で ある が，阪神淡路大震災後の 被災者 の 生活

再建 の 検証 にお い て は，ワ ーク シ ョ ッ プ が 行 わ れ た．し

か し，ア チ ェ は．イ ス ラ ム 信仰が 強い 地 域で あ る こ と か

ら，ジ ェ ン ダー
に 基 づ く役割分担 が あ り，ワ

ー
ク シ ョ ッ

プ とい う男性 と女 性 が一堂 に会 す る場 で．率 直な意見を

得 る こ と は難 しい ．そ こ で，被災者 の 住 宅 を訪 問 し，イ

ン タ ビ ュ
ー
調査 を行 うこ とに した．

　 調 査 に 先駆 け．生活 再建 7 要 素モ デ ル の 適性 を検討 す

るた め に，パ イ ロ ッ ト地城 と して ア チ ェ の 調 査 地 域 で あ

る ツ
ーチー

に 隣 接 し て い る 再 定住 地 の 中国友 好村 に て 5

名に イ ン タ ビ ュ
ー

を行 っ た，そ の 結果，　 「つ なが り」 に

っ い て は．災 害 直 後，誰 が 自分 を支 援 し て くれ た の か，
どの よ うな支援を 得た の か とい う話 が 中心 で あ っ た，ま

た，　 「ま ち」 に つ い て は，景観 とし て の 街 で は な く，コ

ミ ュ ニ テ ィ 内部で行われ て い る活 動や，コ ミ ェ ニ テ ィ に

お け る人 間関 係 に 関す る話 が 中 心で あ っ た．さ らに ，当

初は項 目に 入 れ て い なか っ た もの の 「宗教 」 の 重要 性 に

言及 す る話 が複 数 み られ た，
　 そ こ で ，パ イ ロ ッ ト調 査 の 結果 を踏 ま え，国 立 シ ャ ク

ア ラ大 学 の 教授 ら と要 素 につ い て 再度 協議 し，最 終 的 に

要素 を 「す ま い 」　 「つ な が り」　 「コ ミ ュ ニ テ ィ 」　 「こ こ

ろ とか らだ 」　 「防災」　 「く ら しむ き亅　 「行政 との かか わ

り」　 「宗教 1 の 8要素 とす る こ とに し た，
　調 査 にお い て は，被災者が考える復 興 の 程度 を，　 「復

興 し て い ない 」 を 1 と し， 「復興 した 」 を 10 とする と 1
〜10 の ど こ に位置す るの か 直観的に評価 して も らい ，そ

の うえで ， 何 が 復 興 し て い る ， あ るい は復 興 し て い な い

と考 えて い る の か，具 体的に 話 を し て も らっ た ．イ ン タ

ビ ュ
ー終 了時 に は，重要 度順 に 8 要 素の 順位 付 け を行 っ

て も らい ，どの 項 目を 重要 視 して い る の か を確認 した．
　調 査は，被災者の 率直な意見 を得 るた め に ，言語 に 堪

能 で ，か つ 地域 の 情 勢 に 詳 しい 調 査 員 が 行 っ た 。調 査員

は，ア チ ェ の 国立 シ ャ ク ア ラ 大 学の 研究員 とジ ョ グジ ャ

カ ル タの 国 立 ガ ジ ャ マ ダ大学 の 研 究 員 で あっ た ．ア チ ェ

で は イ ン ドネシ ア 語に 加 え て ア チ ェ 語が，ま た，ジ ョ グ

ジ ャ カ ル タ周 辺地 域 で は ジ ャ ワ 語 が 使 わ れ る．調 査 員 に

は，回答 者 の 言語 に応 じ これ らの 言 語 を適 宜使 い 分 けて

も ら っ た ．す べ て の イ ン タ ビ ュー
は 調 査 員が行 い ，イ ン

タ ビ ュ
ー

を録音 し，録音データ を調査 員が 英語 の 原稿に

起 こ し ， そ れ を，調査 員に 内容 を確 認 しつ つ 筆 者 が 日本

語 に 翻訳 し た．現地 調査 は 2008年 12月 15日〜2009年 1

月 5 罔に か けて 実施 した ．

（2）調 査地 の概要

a）バ ン ダア チ エ

　イ ン ド洋津波災害に よ る被害は ，バ ン ダア チ ェ の 沿岸

部 に集 中 して い た ，本 研 究 で は，沿 岸 部 の 地域 の 中で も

人的 ・物的被害が大 きか っ た ク タ ラジ ャ 区の ム ル ドゥア

テ ィ を対 象 に 調 査 を行 うこ と に した （写 真 1）．ク タ ラ ジ ャ

区 の 被 災 前 の 人 口 は 20，217 人 で あ っ た が ，こ の う ち

15，095 人 が津波 に よ り死 亡 ・行方不 明 と なっ た ．ア チ ェ

で は，被 災 前 の 住 宅 所 有 状 況 と全壊 ・半壊、土 地喪失 と

い う被害の 程 度に 応 じ て 住宅再建 支援 が行われ
21），住宅

が全 壊 した 人 の 多 くは，被 災前 の 住 宅 の 床面積 な ど に か

か わ らず 36   の 住宅 支援を得て い た．

　一方，津 波 に よ り土 地及 び住 宅 を喪失 し た 人（土 地喪失

者）と住宅 を失っ た 賃貸住宅 居住者 に対 して は ， 新 た に再

定住地 が建 設 され ， 住 宅 が 提供 され た
22 ）．最 も規模 が 大

き い 再定住地 は，バ ン ダ アチ ェ 市 の 北東 14キ ロ 程 離れ た

ヌ フ ン に 開発 され た再 定 住 地 で あ る．政府が 山 の 斜 面 を

整備 し，そ こ に ，支援機関 ご と に 異な る再定 住地 が建 設

され た．そ の うち最 大 規模 の 再 定住地 が台湾の NGO 仏
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陀慈 済に よ り建 設 され た 慈 済大 愛村（以下，ツ
ーチー

）で

あ る（写真 2）．ツ ーチ ーで は ，住宅約 800 戸 に 約 3
，
000 人

の 人 々 が生活 して お り，モ ス ク や 集会所 も建 て られて い

る．住宅は，2軒で 1戸 となっ て お り，1戸 の 面積は 6×8

  で あ っ た，

写真 1ムル ドゥ アテ ィ

撒
鑼 黌 饗

騨

　　　　　 熱

写真 2再定住地（ツ
ー

チ
ー
）

b）ジョ グジャ カル タ

　 2006 年 5 月 27 日 に 発生 し た ジ ャ ワ 島 中部 地 震災 害で

は，被害の 大半 が ジ ョ グジ ャ カ ル タ特 別 州の バ ン トゥ
ー

ル 県 とス レ マ ン 県 に集 中 した．調 査 は，こ れ らの 地域 の

中で も被害が 大きか っ た バ ン トゥ
ー

ル 県ジ ェ テ ィ ス 郡 パ

タ ラ ン とス レ マ ン 県 プ ラ ン バ ナ ン 郡 新 ン レ ペ ン で 行 っ た ．

　パ タラ ン に は 40世 帯 が居住 して い たが，地 震 に よ り全

戸 が 全壊 し，10 名 が 死 亡 した （写 真 3）．住宅 再建 は，イ

ン ドネ シ ア 政府 を 中心 に 世 界銀 行 や 各 国 政府 の 拠 出金 に

よ る醜 緬 （Rehabilitation　and 　ReconstmCtion　Pregramrne
，

RR ）と，欧州 連 合 を 中 心 とす る 各 国政 府 の 拠 出金 に よ り

設 置 され た ジ ャ ワ 再 建基金（Java　Recenstmction　F  d，
JRF）に よ り行 わ れた．

写 真 3 パ タ ラ ン 写 真 4 再 定住地 （新 ン レペ ン）

　地 震 に よ る 地 滑 りに よ り居 住 禁 止 区域に 指定 された ス

レ マ ン県 プ ラン バ ナ ン 郡 ン レ ペ ン の 住民 に 対 して は，新

た に 再 定 住 地 で あ る 新 ン レ ペ ン が建設 され た．政府が 整

備 し た 土 地に ，ア メ リカ の NGO が，ゴ ム 製 の ボ ール を

膨 らませ その ま わ りを漆 喰で 固 め た住 宅 を建 て た （写真 4）．
こ の 住宅 は ，地元住 民か らは 「ドーム 住宅 」 と呼 ばれ て

い る．新 ン レペ ン に は，ン レ ペ ン の 住民 を 中心 に，パ ン

トゥ ッ ク ，
セ ン ギル ，ドゥ ラパ ン 出身の 住民 が住 ん でい

る．土 地 は 3 年間無償で 利用 で き る が，そ の 後 は ，借 地

料 を支 払 う，も し くは，購 入す る こ と にな っ てい る．住

宅 は 71 戸あ り，11〜12戸 が 1 ブ ロ ッ クを構 成 し て い る．
各住 宅 に トイ レ は ない が，各ブ ロ ッ ク の 中 心 に共同 の ト

イ レ 兼水浴び 場が 設置 され て い る ．

  調査結果

a）す まい

　本節に おい て は，生活 再建 の個 々 の 要 素 の イ ン タ ビ ュ

ー内容を 中心 に 詳述 する。
　す まい に つ い て は ，被災後 に復 興住 宅を どの よ うに し

て得た の か とい う話 と，新た に得 たすま い の 住み 心 地 に

関 する 話 が 中心 で あっ た，

　 す ま い に 対 す る不満 が 強 か っ た の は，ア チ ェ の 再 定住

地 ツ
ー

チ
ー

で あっ た 、ツ
ー

チ
ー

の 居住者 は，県 庁な ど に

住宅を 申請 し，抽選 に よ り住宅が割 り当て られ た．住 宅

の 管 理 は NGO 仏 陀 慈済が行 っ て お り，3 日 間以 上 住民 が

不在 の 場合は．住宅 は空き家 とみなされ 他 の 人 に 渡され

る．住 宅 はパ ネル を組 み 立 て て 建 設 され て い る が，ア ス

ベ ス ト ・パ ネル が使用 され て い る こ とか ら，政府 が住民

に 呼吸 器 系 疾 患 に 罹患 す る可 能性 を通知 して い る．こ の

た め か．咳，気管支炎な どの 健康被害を訴え る人 が い た ．
ま た．住 宅 の 壁 面 に 亀裂 が 入 る，壁 が は が れ る ， 大 雨 の

時 に は 床上 浸水す る，とい うよ うに ，住宅 の 質の 面で 複

数 の 問題 が み られ た．

　被災 地 の ム ル ド ゥア テ ィ で は，住宅 再 建 の 申 請は 村長

を通 して 行われ て い た．例えば，津波 に よ り両親 と兄弟，
住宅 を失 っ た 20代 の 男性 の 場 合，村 長に 被害 を報 告 し，
村長 が 被害状 況 を取 りま とめ．村長 が指 名 す る有 志 に よ

る カ ブ リン グ（Kavling）とい う再 建 組 合 を結 成 し，支 援機

関で あ るア ジ ア 開発 銀行 と住宅建設 に関 す る交 渉 を行 っ

て い た ．この 男性 は，カ ブ リン グ に参加 して い な か っ た．
　
一方，ジ ョ グ ジ ャ カ ル タ の 新 ン レ ペ ン の 住 民 は，村が

政 府 か ら居住禁 止 地 域 に 指 定 され た た め，再定 住 地 に 移

り住む，ある い は，異なる場所に 新た に 住宅 を建 て る と

い う選 択 を迫 られ た ．被 災直 後 は，政 府 の 支援 方 針 が 明

確で な か っ た の に対 し，ドーム住宅は 早 急に提 供され る

とい う話 で あ っ た，こ の た め，ン レ ペ ン の 住 民 の うち 34

世帯は ド
ー

ム 住宅 を受け取 り，政府の 支援を得ない とい

うこ と で 合意 した ．ドーム 住宅 に つ い て は ，丸 い 形を し

て い る とい う点 に 当初 は戸 惑 っ た と語 っ て い た．ま た，
家が 地 震 に 強 い とい うこ とに は 満 足 して い たが，暑 い ．
雨 期に 窓 か ら雨水 が入 り込 む ， 壁 か ら水 が しみ 出 る ， 台

所が 狭 く薪 を使 う伝 統 的 な竃 が使 えな い な どの 課 題 が で

て い た．調査時の 最大の 課題 は 土地の 所有権 の 移転で あ

っ た ．土 地 を購入 す る，借地 料 を 払 う，引 っ 越 す と い う

選 択 を 迫 られ てい る もの の ，共有地 の 取 り扱い が 決ま ら

ない た め価格設定が で きず，議論が難航 して い た ．

　ジ ョ グ ジ ャ カ ル タの 被災地 パ タ ラ ン の 住民 は，住宅再

建 支援 を再 建 計画 （RR 〕とジ ャ ワ 再 建 基金 （JRF ）に よ る支援

の い ず れ か か ら選 択 す る こ とが で きた．住 民 は各 世帯 の

代表 か ら構 成 され る 住宅 再 建 委員会（Po  as）を形成 し．
そ こで どの よ うな支援 を受 け るの か 協議 した ，住民 の 話

に よる と，RR の 支 援 は ，建 設 資金 15，eoO，OOO ル ピア （約

12 万 円）を提供す る もの で あ り，こ れ は 4× 6   の コ ン ク

リート住 宅建 設 費 相 当 で あ っ た ．住 宅 の 建 築様 式な ど は

所有者に 任されて お り，広い 住宅 を希望 す る人 は．そ の

金 額 で で き る範 囲 で 住宅 を完 成 させ て い た ，一方 ，JRF

は，建 設済み の 住宅 を提供 す る もの で あ り，提 供 され た

住 宅 は い ずれ も 同
一

の 規格 で あ っ た ．支 援は い ず れ も世

帯 ご と に 行 わ れ，選 択 が 可能 で あ っ た こ とか ら，被 災 前

に 1 戸 の 住宅に複数世 帯が 同居 して い た住 民の 多 くは，
RR と 亅RF の 双方か ら住 宅を得て い た．
b）つ なが り

　つ な が りに つ い て は，災 害直後 に 自分 を支援 して くれ

た人 に関 す る話 が 中心 で あ っ た．ア チ ェ ，ジ ョ グジ ャ カ

ル タ と も に 被災直後は ，自分 の 生活 で 精
一

杯 で あ り，近

所 同士 で 助け合うとい うこ とは ほ とん ど行わ れ て い なか

っ た，支援 は，家族 や 友人 に よ る もの で あ っ た ，

　津 波 は ， 家族 ， 住 宅．持 ち物 等 の あ らゆ る もの を
一

掃

し たた め，ア チ ェ の 被災 者は着 の 身着 の ま まで 生活 せ ざ

る を得なか っ た．津波の 後，行 き場を失 っ た 人 々 は，友
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入や 家族の 家を転々 と し，食事，居場所を提供 し て もら

い，精神的に も励 ま され て い た．
　 ジ ョ グジャ カル タ におい て も，支援 の 多 くは，知 人 や

友人 か ら提供 され て い た．ま た，ジ ョ グジ ャ カル タで は，
瓦礫か らの 救助や，その 後の 瓦礫 の 除去 作業を，近隣住

民が 協働で 行っ て い た ．
C）コ ミュ ニ テ ィ

　 コ ミ ェ ニ テ ィ に つ い て は ，コ ミ ュ ニ テ ィ 内部 の 活 動 や

人 間 関係 を示 す 話 が 中心 で あ っ た．た だ し，コ ミ ュ ニ テ

ィ が 意 味す る もの と，コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 活 動 の 内容

は，ジ ョ グジ ャ カル タ とア チ ェ で は異 なっ て い た．

　 ジ ョ グジ ャ カル タ の イ ン タ ビ ュ
ー

回答者 が話す コ ミ ュ

ニ テ ィ とは居住 区 分で あるデサ（Desa ）の こ とで あっ た．
デ サ とは，も と も とは ジ ャ ワ 島の 居住区分 に基 づ く 自治

区分 で あ っ た が，1979 年 に 制 定 され た デ サ行 政 法 （法 令

第 5 条）に よ り， 全 国の 村 落 自治構 造 が デサ に統一された
23）．ジ ャ ワ 島に あ る ジ ョ グジ ャ カ ル タ で は ，デサ を コ ミ

ュ ニ テ ィ とし， そ こ で ， 様 々 な活 動 が行 われ て い た．
　 ジ ョ グジ ャ カ ル タ の 調査 地 の 中 で コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 が

活発 だ っ た の は，再 定住 地 の 新 ン レ ペ ン で あ る．新 ン レ

ペ ン に は ，ン レ ペ ン 出身 の 住民 を 中 心 に，パ ン トゥ ッ ク，
セ ン ギル ，ドゥ ラパ ン 出身者が 居住 して い る．例 えばブ

ロ ッ ク A に は，ン レ ペ ン出身者が 7 世帯．パ ン トゥ ッ ク

出身者が 3 世帯，セ ン ギル 出身者 が 2 世 帯の 計 12 世帯 が

居住 して い る．ン レ ペ ン 出身者の うち 3 世帯は 親族で あ

る．住宅 は，抽選 で 決 め られ た た め ，近 隣住民 の 構成 は

被災前 とは異な る．ブ ロ ッ ク A で は ，
コ ミ ュ ニ テ ィ 活動

と し て ，共 同 トイ レ や 公 園の 清掃 な どの 協 働作 業 （ゴ ト

ン ・ロ ヨ ン ）
  やア リサ ン （Arisan）が 行われ て い た，ア リサ

ン とは ，有 志 か らな る 非 公 式 な 回 転信 用 組 合 で あ り，ジ

ャ ワ暦に基づ き 1カ 月 に 2 回集会を開き，そ こ で ア リサ

ン が行 われ て い た，一度 の ア リサ ン で 各世 帯 は 10，000 ル

ピ ア （約 80 円）支払っ て い た．ア リサン で は，くじ 引きが

行わ れ，当選 した人 の 家で 次の 集会が 行 わ れ る こ とに な

っ て い た．集め られ た基 金 は ，ア リサ ン の 飲食費 に あ て

られ る．集 会で は ，地 域共 通 の 問題 が 議論 され て お り，
調査 時 に は 補 助収 入 源 と し て ，共 同で 牛 を飼育す る，と

い う内容の 話合 い が行 われ て い た．
　
一
方，パ タ ラン で は，被災前は，コ ミ ュ ニ テ ィ 活動 と

して ア リサ ン ，ゴ トン ・
ロ ヨ ン が行 われ て い たが

， 被災

後
一

年 程 度は，これ らの 活 動 は休 止 され，代わ り に住宅

再建 の た めの 委 員会 が結 成 され た。そ の 後，状 況 が落 ち

着 く と，再び ア リサ ン が始 め られ る よ うに な っ た ．

　 こ の よ うに，ジ ョ グ ジ ャ カル タ で は ，
コ ミ ュ ニ テ ィ 活

動 は 居 住 区分 ご とに 活発 に 行 われ て い た．た だ し，イ ン

タ ビ y にお い て は，災 害 を機 に入 っ て き た外 部か らの

援助の 分配 をめ ぐる 不平 不満 に触 れ る人 が複 数い た．

　ア チ ェ で は，1999 年及 び 2001 年の 自治法改正 に 基づ

き，2003 年 に 自治 法 を 施行 す る た め の 地 方条例 （Qan皿 ）

が制定され た ．こ の 条例 に よ り，ガ ン ポ ン（Gampo 皿g）と
い う地域固有 の 地理 区分に 基 づ く村 落 自治 区分 が 復活 し

た
cs）．さ ら に，同条 例 は ，ム キ ム （Mukim ）とい う自治 区分

の 存在 を示 して い る （6P4 ）．ガ ン ポ ン とム キ ム の 権 限の 範

囲 に つ い て は ，明 か に な っ て い な い 点 が 多 くあ る もの の，
ム キム は，どち らか とい うと伝統的な活動や争い の解決

の 揚 と して 位置付 け られ て い る
（5）．

　ム キム とは，ム ナ サ（Mcunasah）とい う地域 に あ る小 さ

な祈 りの 家 とそ の 信 者 を 中心 に 構 成 され て い る コ ミ ュ ニ

テ ィ の こ とで ある．3〜4 の ム ナ サが集 ま り一
っ の ム キム

とな る．各 ム ナ サ，ム キム には，礼拝 の 指 導者 で あ るイ

マ ム （lmeum）が い る．アチ ェ の イ ン タ ビ ュ
ー回答者 が い う

コ ミ ュ ニ テ ィ とそ の 活 動 は ，こ の ム ナ サ に お け る活動 の

こ とで あ っ た．例 えば，被災地 の ム ル ドゥ ア テ ィ で は，
男性 は 毎 週 土 曜夜 の 最後の 礼拝 の 後に ム ナ サで 集会を行

い ，地域 で 行 う，道路や公 共の 場 の 清掃活 動 な どの ゴ ト

ン ・ロ ヨ ン に つ い て 相 談 し，翌 日の 日曜 日 に そ の 活動 を

行 っ て い た ．女性 も，誰 か の 家 に 集 ま り，食 事，宗 教 教

室 ，冠 婚 葬 祭 な どの 地 域 で の 活 動 につ い て相 談 して い た．
ム ル ドゥ ア テ ィ で は，津波に よ り住民 の 7 割以 上 を失 っ

た こ と も あ り ， 津 波 前 か らの 住人 と，津波 後に 新 し く来

た 人 との 関係 が未だ に 構築で きずに い る ．た だ し，イ ン

タ ビ ュ
ーでは，津 波 前 か らの 住 人 の うち 3 名 が，新 しく

来 た 人 を こ れ らの 活 動へ誘っ て い る と語っ て い た．
　 こ れ に対 し，再 定住 地 の ツ ーチー

で は，出身地 が 異 な

る 人が 隣 り合 っ て 住ん で い た．回答者全 員が ツ
ー

チ
ー

に

移 る前の 地域 で は，祈 りの 会，ゴ トン ・
ロ ヨ ン な どの コ

ミ ュ ニ テ ィ活動が 活発 に 行わ れ て い と語 っ て い た．そ の

うち 9 人 は，今で は 近所 づ き あい が ない と，ま た，全員

が 地 域 で 共 同で 行 う活 動 がな い と語 っ て い た．ツ
ーチー

に は ，モ ス ク が あ る が．モ ス ク で は 礼拝 が行わ れ て い る

の み で あ り，
ム ナ サ の よ うに 住民 を結 び つ け る よ うな活

動 は 行 われ て い なか っ た ．
d）こ こ ろとか らだ

　 こ こ ろ とか らだ に っ い て は ，心 理 状況 を示 す話 が 多 く

み られ た．特 に，7 割 以 上 の 住民 を失 っ た ア チ ェ の ム ル

ドゥア テ ィ で は 「今で もま だ あ の 津波が また 起 こ る の で

は な い か と怖い 」　 「テ レ ビ を 見て い る時 や 津波を思 い 起

こ させ る よ うな 音 を 聞 く と 思 い 出す 」 と語 っ て い た ，印

象 的 だ っ た の は，3 名 が 「レ バ ラ ン （イ ス ラ ム 教 の 断食明

け の 休 暇）や，祝 日が 寂 し い 」 と語 っ て い た 点で ある．祝

日 は．家族 が集 ま り御 馳 走を食べ ，皆で 祝 うもの で あ る．

津波 に よ り，家族や家を失い ，共に 祝 う相手 が い ない こ

とを，意識 させ られ る 様子 で あ っ た．
e ）防災

　 津 波 の 被 害 が 大 きか っ た に も関 わ らず，ア チ ェ の 人 々

の 防 災意 識 は 高 くない ．イ ン タ ビ ュ
ー回答 者 中，国際 赤

十字 連 盟 に よ る 防災 啓 発 セ ミナ
ー

に参 加 した と答 えた 1

名を除き．全員 が災害に 対す る備 え は 行 っ て い なか っ た．
ツ ーチーの 人 に は 「防 災 」 の た めに何 をす れ ば よい の か

分か らない と語る 人も複数い た．ま た 「災害は ，また き

っ と起 き る と 思 う，で も，それ が い つ なの か わ か らな い ．

すべ て は天 に お られ る方 の 意志 で あ る」　 「い っ 災 害 が ま

た 起 き る か わ か ら ない ．そ れ は すべ て 神 の み が知 っ て い

る も の だ 」 とい うよ うに ，災 害 が 再び 起 こ る 可能 性 自体

は否 定 して い ない もの の ，被災す るか 否か は 神 の 意志 に

よ る とい う，天遣論 的な意識 を持っ て い る人 もい た．

　
一

方，ジ ョ グ ジ ャ カ ル タの 再定住地 の 新 ン レ ペ ン の 人

は，防災 に 関 す る様 々 な研修 を受け て お り，災害発 生 時

は 「い ち早 く走 っ て 逃 げ る」　 「非 常持 ち出 し袋 を準 備 し ，

服 ，薬 ，食 糧 を入 れ て お く」 な ど の 具 体策を 挙げて い た ．
ま た，パ タ ラ ン の 人 は 「逃 げ る」 こ とを対 策 と して 挙 げ

て い た ．年 配 の 人 の 中 に は ，1947年に こ の 地域で 発 生 し

た 地震 を覚 えて い る人 が い た．当時 は，ほ とん どの 住 宅

が 竹 材 で で き て い た た め，今 回 の 地震 ほ ど多 くの 人 的 被

害 は なか っ た との こ とで あ っ た，
f）くらしむき

　 く ら しむ きに つ い て は，日常生活 で の 出費に 関す る話

が 中心 で あ っ た．
　 ア チ ェ の 再 定住 地 の ツ ーチ

ー
で は，回答 者 全員 が くら

し む きが厳 し い と語 っ て い た．回答者 の 職業は ，ベ チ ャ
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（乗合 三輪車）の 運転手，石 屋 な どで あっ た．養殖業か ら

津波 を機 に 転職 した 人 もい れ ば．依 然 と して 無職 の 人 も

い た．ツ
ーチーは．バ ン ダア チ ェ か ら 14キ ロ ほ ど離れ て

い る た め，ど こ へ 行 くに も交通 費が 必 要 で ある．こ の た

め，収 入 は変わ らな い も の の，支 出 が増 えた とい う人 が

ほ とん どで あ っ た ．生活費で は ，子 どもの 学費の 占め る

割合 が最 も多く，次 い で 日用 品 が 挙 げ られ た，
　 ジ ョ グ ジ ャ カ ル タ の 再定住地の 新 ン レ ペ ン も，交通の

便 が 悪 い とこ ろ に あ る．た だ し，ドーム 住宅を見 るた め

に多数の 観光客が 訪れ て お り，調査 を行 っ た 2008 年 12

月 には 1 カ月 間 で 6，000 人 が訪 問 して い た．こ れ ら観 光

客に，飲料，菓子 ，ドーム 住 宅 の 写 真入 りの マ グカ ッ プ，
T シ ャ ツ．地 元産 の ヤ シ の 繊維 か ら作 っ た 人形 を売 る売

店が多数 あっ た，住宅 周辺 の 土地 は開墾 され，小 さな畑

が 作 られ て お り，少 し離れ た と こ ろ で は 牛 の 飼 育舎 もで

きて い た，回答者 は．収入 は増 えた と しつ つ も，売店で

自 ら も買 い 物 をす る こ とか ら支出 も増 え た と語 っ て い た ．

g）行政 との かか わ り

　行 政 との か か わ りにつ い て は，アチ ェ で は多 くの 人 が

「政 府 との 関係 を も っ た こ とが ない の で わ か らな い 」 と

語 っ て い た．津波前，ア チ ェ で は，GAM とイ ン ドネシ

ア 政 府 との 武 力 闘 争 が 激化 して お り，一
般 市 民 も武 力 闘

争 に 巻き込 まれ た こ とか ら，イ ン ドネシ ア 政府 に 対す る

信 頼 が 高 い とはい えな い こ とも影 響 し て い るの で あ ろ う，
　 ジ ョ グ ジ ャ カル タで は，災害 後 に政府 か ら支援 を得 た

とい う話 が複数 あ り，ま た， 「橋 を早 く作 っ て ほ しい 」

「ヤ ギの 飼育舎 の 支援が欲 しい 」 とい うよ うに具体的に

支援 し て ほ しい モ ノ を示 す 人 もい た ．
h）宗教

　イ ン タ ビ ュ
ーに お い て，最も多 くの 人 が 重要 で あ る と

語 っ た要素が宗教で あっ た．アチ ェ はイ ス ラ ム信 仰 の 強

い 地域で ある が，ジ ョ グジャ カ ル タに お い て も宗教 に 関

す る 話 は 多 くみ られ た．
　 ア チ ェ で は，回答者 20 名中 14名が，被災経験 を 「神

の 試練（cobaan ）」 と答えて い た．ま た，　 「神の 警告」　 「神

の 戒 め」 とい うよ うに ， 被 災 経 験 を宗 教に 関連付 け捉 え

て 語 る 人 もい た ．　 「宗 教 は 私 た ちが 強 く生 き る基 盤 に な

っ てい る」　 「宗 教は 私 の 復 興 を支えて くれ た」 とい うよ

うに，復興過 程 に お い て 宗 教 が 精 神 的 な支 え になっ て い

た との 話 が複数み られ た．
　
一

方，ジ ョ グ ジ ャ カ ル タ は，アチ ェ ほ どイ ス ラム 信 仰

が 強くない 地域で あるが，20名中 9 名が被災 経験 を宗教

と関連 付 け て 捉 えて お り，い ず れ も復 興過 程 に お け る 宗

教の 重要性に 言及 して い た．

　次に ，両地 域に お い て 防災の 位置づ けが低か っ た 点で

あ る．ア チ ェ の 人 々 は，災 害 が 再発 す る可能 性 は否 定 し

て い な い も の の ， 被災 す るか 否 かは神 の 意志 に よる と考

え て い た ．ジ ョ グ ジ ャ カ ル タ の 新 ン レ ペ ン の 人 々 は．具

体 的 な 防災 対 策 を 挙 げて は い た もの の ，他 の 要 素 に比 べ

防災 の 重要 性は 低か っ た 、
　
一

方，両 地 域 に お い て 要 素 の 相違 が み られ た の は，
「っ なが り」　「コ ミュニ テ ィ 」 で あり，ジ ョ グ ジ ャ カ ル

タ の 人 々 は，こ れ らの 要 素を重視 して い た．

バ ン ダアチエ｛n昌20 ） ジョ　ジ ヤカ ル タ（n冨20 ）

順位
厶 ルドウ万 イ 　 醗 住地

　　　　　　　　　　　　　い　一
　　　　　　　　　 再 定住地
パタラン
　　　 　　 　　　 　　 　ンレ ペ

亀
1　

噛
コミユ ニ

騨
2　　　 い らしむき つ　が5 　　　　　 っな が L

3　 っ なが し い
　、　　＿　
コ 祖 ＿

4　 こころ とか らだ っ オが し らし ｝き　　 　　 　　い

5　　
、
し

一
　 の かか　 」 い　　　　　　　

、
し

6　 コ 電ユ
糟

テ ⊇ 鳶 ユ ニ テ こころとからだ　　 　
檜
政との か か 　 し

7　　
一
　 とのかか　 』　 ここ　とからだ

一
　　のか　　 し　 こころとからだ
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表 2 生 活再建に お いて 重要だ と考え る要素の 順位

　図 1は，被災 者 が考 え る復興 の 程度 を 「復興 して い な

い 」 を 1 と し， 「復興 し た 」 を 10とす る と 1〜10の どこ

に位 置す るの か 直観 的 に評価 して も ら っ た災 害復 興感 を

地 域別 に 平 均 し た もの で ある ．こ こ で の 復 興感 とは，本

人 が 主観的に考える もの で あ り，個人 に よ りそ の 意味す

る とこ ろは 異な る．図 1 を見 る と，ア チ ェ に 比ベ ジ ョ グ

ジ ャ カル タ の 人の 復興感 が 高く．また，ア チ ェ の 再定住

地 ツ ーチーの 人 の 復興感 は最 も低 か っ た，こ れ には ，
ア

チ ェ で は 家族等の 近親者 に死 傷者 が多い とい う被害状況

の 相 違 や ， 再建 され た住 宅 の 質 の 問題 ，支 援 の 分 配 が 不

平 等 で あっ た こ と，近 隣住民 との 関係 が 良 くない こ とな

どが影響 を及 ぼ して い る と考えられ る，

振

i｛蠶
厶 ル ドゥアテ ィ　 　 再定住地

　 　 　 　 　 　 〔ツーチ ー）

バンダアチ エ

　 ｛n＝20 ｝

パ タラン 再定住地

（新ン レペ ン）

ジョグジヤカルタ

　 Cn＝Z叫

図 1 災害復興感

4 ．生 活再 建の 要 索に関す る考察

（1）イ ン ドネ シア にお け る生活 再 建の 要 素

　表 2 は，前章 で 述べ た生 活 再建 の 要 素 を，重 要 だ と考

える順に順位付けを行 っ て もらっ た結果を地域別 に 集計

した もの で あ る，特徴 的 で あ っ た の は ，ま ず，ア チ ェ と

ジ ョ グジ ャ カ ル タ の 両地域 に お い て，生活 再建 の 要 素 と

して 「宗教 」 が重 視 され てい た 点で あ る．イ ン タ ビ ュ
ー

に お い て は，イ ス ラ ム 教，キ リス ト教 の い ず れの 宗 教の

人 も宗 教 の 重 要性 に 言及 して い た．ア チ ェ は，もともと

イ ス ラ ム 信 仰が強 い 地域 で あ る こ とに加 え，被害 が極 め

て大 き く，家族，親 しい 友人，住宅などあ りとあらゆ る

物 を失 っ た人 を，宗 教 が精神 的 に支 えて きた こ とが 影 響

を及 ぼ して い る と考え られ る．

　本調査 の 結果，被災者 の 生活再建 が 多様な 要素で 構成

され て い る こ と，特 に イ ン ドネ シ ア の 被災 者の 生 活再 建

に お い て は 「宗教」 が 重要な要素で あ る こ とが 明 らか に

なっ た，ま た，被災 者 は．国 際支援が 重視 して き た 「す

まい 」　 「くら しむ き」 よ りも 「宗 教」　 「コ ミュ ニ テ ィ 」

「っ な が り」 とい う要 素を 重視 し て い た ．こ れ らの 要素

の うち，　 「コ ミ ュ ニ テ ィ 」　 「つ な が り」 に対 す る評価 が，
アチ ェ とジ ョ グジ ャ カ ル タで は異なっ て い た こ と，住 民

を結 びつ け る よ うな活 動 がほ とん どみ られ なか っ た ア チ

ェ の 再定住地ツ
ー

チ
ー

の 人 々 の 復興感 が最も低か っ た こ

とか ら，次 節 で は，コ ミュ ニ テ ィ とそ の 内部 に お け る人

と人 との 関係に 着 目 し，それ らの 要素 が復興感 に どの よ

うな影響 を及 ぼ し た の か を考察す る．
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（2）生活再 建 とソ
ーシ ャ ル

・キ ャ ピタル

a）ソ
ーシ ャル

・キ ャ ピタル

　集団 と して の コ ミ ュ ニ テ ィ とそ の 内部の 人 と人 と の 関

係 に着 目した 理論 に ソーシ ャ ル
・キャ ピ タル が あ る，ソ

ー
シ ャ ル ・キ ャ ピ タ ル は，パ ッ トナ ム に よ り，人 間 社会

にお け る 「信頼，規 範 ネ ッ トワーク とい う社会 組 織の

特徴」 と定義 され て お り
2S ），コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 人 と

人 との 関係 を資本 の
一

つ と捉 え る もの で あ る．
　議論 に先 駆 け，ソ

ー
シ ャ ル ・キ ャ ピ タ ル の 既往研 究 を

整 理 して お く，前述 の ソ
ー

シ ャ ル ・キャ ピ タル の 定 義 を

示 し たパ ッ トナ ム は ，イ タ リア の 南北の 格差を，市民共

同体に着 目 して 分 析 し，市民共 同体内にお けるネ ッ トワ

ーク が水平的で，同等 の 地位，権力 の 行為者を結合す る

もの で あ り，市 民 の 積 極 的参加 が 見 られ る とこ ろは，制

度パ フ ォ
ー

マ ン ス が 良好で あるが，そ の
一

方で ，ネ ッ ト

ワークが 垂 直的，即 ち，位 階的 ・従 属的で あ り，市民の

積極参加 を欠 くとこ ろで は ，集合行為は 難 しい こ とを示

し た
25 ）．ま た ，ソーシ ャル ・キ ャ ピ タル の 特質 を組織 内

で の 結束 を強 め る 「結 束型 （bonding）」 と他 グル
ープ との

接合 を促 す 「接合型（bridging）1 とに 区分 し
26），結束型 は，

同 質的な メン バ ーの 結びつ きで あ り，内部で の 協力 や信

頼を生む もの で ある の に 対 し，接合型 は，異なる組織間

との 橋 渡 しを容易にす るこ とを示 した．パ ッ トナ ム の 議

論は，同様の 政治シ ス テ ム ，財政基盤を持つ 地域 に お け

る制度 パ フ ォ
ー

マ ン ス の 相 違 が，市 民共 同体 にお け る ソ

ー
シ ャル ・キ ャ ピタル に よ り規定 され る こ とを示 した と

い う点に お い て 意義が 高い ．

　ただ し，リン はパ ッ トナ ム の 議 論 が集 団 的側 面 に着 目

し て い る と し，ソーシ ャ ル ・キ ャ ピ タ ル の 構造 的特性の

分析 よ りも，個人 の 行動が どの よ うに構造に結びつ くの

か とい う側面 を重視 し て 議論 を展 開 して い る
2η，

　 ソーシ ャ ル ・キ ャ ピ タル の 国際支援への 適応を試み た

の が世界銀行で あ る．世界銀行は ，1996年 に ソ
ー

シ ャ

ル
・キャ ピ タル ・イ ニ シ アチ ブ（SCI）を設 置 し，それ ま で

経済 を発展 させ る要 素 と考 え られ て きた，自然 資本，物

的資本，人的資本 に 新た に ソ
ー

シ ャ ル
・
キ ャ ピ タ ル を加

え，それ に対 す る投資を行 うこ とに よ り，開発 が可 能な

環境 を構 築す る こ とが で き る と した
2S）．し か し，そ の 後

行われた SCIの 実証 分析は，ソ
ー

シ ャ ル ・キ ャ ピ タル の

多様性 を明 らか に した もの の
29｝，支 援全 体 に 適応 可能 な

構造的要素を抽出す る に は 至 らな か っ た．こ れ は ， 世 界

銀行 が ソーシ ャ ル ・キ ャ ピ タル の 無形性 とい う特徴 に配

慮 して い な か っ た た め とい え る．ソー
シ ャ ル キャ ピ タル

は，人 と人 と の 間 の 信頼や 互 恵 性 に 対 し投 資をす る こ と

に よ り豊 か にで きる もの で あ り，ソーシ ャ ル
・キ ャ ピ タ

ル 自体に 投資を する こ とは 難 しい 30）．
　災害 は，生活 環境 の み な らず人 と人 との 結び つ き を破

壊 す る，今回事例 と して 挙げた ア チ ェ とジ ョ グジ ャ カル

タの 再 定住地にお い て は．被災前 とは 全 く異な る場所，
異な る 環境で の 生活 再建 が強 い られ て い る，調査地 域 の

ソ
ー

シ ャル ・キ ャ ピ タ ル を次節で 詳細 に 検討す る．
b）調査 地域 の ソ

ーシ ャ ル
・キ ャ ピタル

　 こ こ で は調査 の 結果 明 らか に な っ た ，ア チ ェ とジ ョ グ

ジ ャ カル タの ソーシ ャ ル
・キ ャ ピ タル を，コ ミ ュ ニ テ ィ ，

信 頼 ・互 恵性，ネ ッ トワ
ー

ク の側 面か ら整 理 す る．
　まず，コ ミ コ ．ニ テ ィ につ い て は，ジ ョ グジ ャ カ ル タで

は，居住 区分で あ るデ サ で の 活動 が コ ミュニ テ ィ 活 動 と

して 挙げ られ て い た が，ア チ ェ で は，宗教を基盤 と した

ム ナ サに お け る 活動が コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 として 挙 げ られ

て お り，両地域 の コ ミ ュ ニ テ ィ の 捉え方は異な っ て い た ．

　 次 に ，信頼 ・互 恵性で あるが ，コ ミ ュ ニ テ ィ の 活 動 事

例 と して は，ジ ョ グ ジ ャ カル タ で は ア リサ ン が 挙げ られ

て い た ．ア リサ ン と は 非公 式 の 回転信用組 合で あ る．ア

リサ ン へ の 参加 が義 務 化 され て い た り，参加 メ ンバ ー
の

基金 持 ち 逃げ に 対す る罰 則 が あ るわ け で は ない ．ア リサ

ン が成 立す るに は，互 い の 信 頼 が 重 要 に な る．ア チ ェ の

ア リ サ ン が，友人 ・知 人 の 問 で 行わ れ，集 め られた 基金

が私 的財 の 購入 に使 わ れ て い た の に 対 し，ジ ョ グジ ャ カ

ル タ の ア リサ ン は．地 域住 民 の 間 で 行 われ ，基金 は 地 域

活 動 に活 用 され て い た．中 に は，ア リサ ン の 資金 負 担が

家計を圧 迫 し て い る．と否定的な人 もい た が，それ に も

か か わ らず参加 して い た．つ ま り，ジ ョ グ ジャ カル タの

ア リサ ン は ，住民 間の 連 帯を強化 し，互 酬性を高め る シ

・
ス テ ム とし て 機 能 して い た．

　 最 後に ，住民 の つ な が りを，住宅再建 の プ ロ セ ス か ら

み る と，ア チ ェ と ジ ョ グ ジ ャ カ ル タ の どち らの 地 域 にお

い て も住宅再 建 支 援は ， 居 住区分 に基 づ き行 われ て い た．
た だ し，住宅 再 建 を巡 る 意思 決定ネ ッ トワーク は 異 なっ

て い た，ア チ ェ の ム ル ドゥア テ ィ で は，村長 が 被害 状況

を取 り ま とめ，住宅 再建 委 員会 を形 成 し，ドナ
ーと交渉

して い た．ア チ ェ で は，イ ス ラム 信 仰 が 強 く，ジ ェ ン ダ
ー

に 基づ く役割分担 が あ り，一
般 に ，女性 は 家庭内 で の

役 割が 重視され て い る．ただ し，住 まい は，母 か ら長 女
へと受け継 がれ，男性 は結 婚 する と妻の 家に 同 居 す る と

い う慣 習 が あ る．つ ま り．住 宅 再建 に お い て は，本 来 で

あれ ば 女性 の 参画が 重要 で あ るが，イ ン タ ビ ュ
ーを行 っ

た 女性 の うち 4 名が ，津波に よ り 配偶 者を失 っ て い た が，
住 宅 再建 委 員 会 に 参加 してい な か っ た．つ ま り，村 長 を

中 心 と し，女 性 を 排 除 した 垂 直 的 なネ ッ トワ
ークが構 築

され て い た わ けで ある，こ れ に 対 し，ジ ョ グ ジ ャ カ ル タ

で は，老若 男 女 間 わ ず ，各 世 帯 の 代 表者 が 住 宅 再建 委 員

会に 参加 し，そ こ で の 協議を 通 して 支援 の 受 け入れ が決

め られ て い た．
c）生活再建と ソ

ーシャ ル
・キ ャ ピタル

　 以上 の 議 論 をま と め る と，ジ ョ グ ジ ャ カ ル タ で は ，居

住 区 分 を コ ミ ュ ニ テ ィ とす る，水 平 的なネ ッ トワ ーク が

住民 間で 構築され て お り，住民 は，互 い に信頼 と互恵 性

で 結び つ い て い た ．住宅 再建 支援 は 同ネ ッ トワ
ー

ク を活

用 して 行 われ ， 住 民 は意 思 決 定 プ ロ セ ス に積 極 的 に 参加

し て い た．こ の よ うな，居 住 区 分を基盤 とす る ソ
ーシ ャ

ル ・キ ャ ピ タル は 災害前か ら存在 して お り，再定住地の

新 ン レ ペ ン に お い て も新 た に 構 築 され て い た．

　
一

方，ア チ ェ の 場合，居住区分を基盤 とす る コ ミ ュ ニ

テ ィ で は ，村 長 を中 心 とす る垂 直的 なネ ッ トワ
ー

ク が 構

築され て お り，特定の 人 の み が 参加 し，女性 は排除 され

て い た．支援 は，居移 区分 を基盤 とす るネ ッ トワーク を

通 し て 行 われ たた め，支 援の 分配 にお い て も排 除 され て

い る人 が い た ．こ の 背景 に は ，ア チ ェ が ，被災前 は 紛争

状況 に あ り，身 を守 る た め には 互 い に信 頼 を抱 くこ とは

難 し く，恩顧 ・庇 護的 な垂 直 的 な従 属 関係 が重 視 され た

こ とが考 え られ る
σ》，

　 た だ し，ア チ ェに は，ム ナ サ とい う宗教を基盤 とする

コ ミ ュ ニ テ ィ がみ られ た，ム ナ サ に おい て は，人 々 は，
水 平的なネ ッ トワ

ー
ク で 結ばれて お り，宗教教育や ゴ ト

ン ・
ロ ヨ ン な どの 活 動 が活 発 に 行 われ て い た．つ ま り，

ア チ ェ で は，居住区分で は な く，宗教 を基盤 と した ソ
ー

シ ャ ル ・キ ャ ピ タル が 豊 か で あ っ た とい え る（S）．しか し

なが ら，住宅 再建 支援は ，居住区分を基盤 と し たネ ッ ト

ワ ークを通 して 行 わ れ て い た ．

　 なお ，ア チ ェ の 再定住地 ツ
ーチー

で は ，出身 地 域 の 異
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なる人 々 が 集ま っ て い た た め．近隣住 民 に 対する信頼は

薄 く，祈 りの 空 間 と し て の モ ス クは あ る もの の ，ム ナ サ

が ない こ とか ら，居住区分を基盤 と した ネ ッ トワ
ー

ク も，
宗教 を基盤 と したネ ッ トワーク も形 成 され て い なか っ た．

住民 間の 関係を構築で きな い こ とが，地域の 再生 に 影響

を及 ぼ して い た ．

　類似 し た 問題 は ．阪神淡路 大震 災の 復興 過程 で もみ ら

れ る，阪神淡路大震災 にお い て は，被災者に 対す る公 営

住宅 の 提供 に 際 し，高齢 者 や 障 害者 な どの 社会的 弱 者優

先枠を設 けた結果 ，入 居 者間の 結びつ きが 構築で きず，
地 域 の 活性 化 が難 しい とい う問題 がみ られ た．

　イ ン ドネシ ア の 被災者の 生活 は多様な要素か ら構成 さ

れ て い た が，そ の 中 で も，ソーシ ャ ル ・キ ャ ピ タル は，
被災者の 復興感 に影響を及 ぼす重要な要素で あっ た．地

城 の 復興 に は ， 人 々 を結 び つ け る 開放 的 ・水 平 的 な ネ ッ

トワ
ーク と，信頼，互 恵性 に 基づ く人々 の 結び つ き，ネ

ッ トワ ークへの 積極 的な 参加 と結 束 が 必要 で あ る，

（3）生活 再建 に 対す る国際 支援につ い て

　そ れ で は，ツ
ー

チ
ー

の よ うに ソ
ー

シ ャ ル ・キ ャ ピ タル

が 蓄積 され て い ない 地域 で被災者の 生活 を再 建す る には，
どの よ うな 支援が 求 め られ る の で あ ろ うか。以 下 に，ツ

ーチー同様，異 なる地域の 住民が集ま っ て い た バ ラ ッ ク

（長 屋 状の 仮設 住宅）居 住者 に 対す る 支 援 に 取 り組 んだ，
シ ャ ク ア ラ大学の 教員有志 に よる 支援事例を示 す

（9）．

　 「私た ち（シ ャ ク ア ラ大学 の 教員）は ，
バ ラ ッ ク を

一
戸 つ

つ 訪問 し，そ こ に 住む女性
一

人
一

人の 話を 聞い た，最初

は 『あ なた は，被災 して い ない か ら，私 の 気持ち は 分 か

らない 』 と 言 っ て い た 人 も，次第 に 打ち解 け，そ れ ぞれ

の 被災 経験 を共 有 し，励 ま しあ うよ うに なっ た，バ ラ ッ

ク に 住 ん で い る 人 は ．出身 地 が 異な っ た こ とか ら，最初

は，相互 の 交 流がなか っ たが，話 し 合い を続ける うちに，
次第に ，居 住者 間 の 連 帯 が生 まれ た．そ こ で，居 住 す る

女性 達 と話 し あい ，皆で 代表者を決め ，自分た ちで 何が

で き る の か相 談 して も らい ，最 終 的 に 皆 が プ リ ン を 作 る

とい う案 が ま とま っ た．そ こ で，プ リ ン を作 るた め の 道

具 を提供 す る こ とに した．同様 の 方 法 で ，ロ ン ガ に 行 く

街 道沿 い で も，ア チ ェ の 伝統菓子 作成販 売の 支援を した ．
道 具 を提 供 して ，そ れ で 終 わ りで は な く，道 を通 るたび

に ，出来 の 悪い 菓子 は，自分で 買い 取っ て 友人 に 配る と

い うよ うに，商売が 軌道 に乗 る まで 支 援を した．こ うや

っ て ア チ ェ 人 は 内戦中も助けあっ て きた の に，支援 に 来

た NGO の 人た ち は，私た ち ア チ ェ 人 の 話 を誰 も聞 き に

こ なか っ た ．」

　 こ の 事例 は ， 次 の 二 点 の 重 要性 を示 して い る．

　第
一

に，地域 に 詳 しい 人 々 の 知 見 を活用 す る こ との 重

要 性 で あ る．災害支援 にお い て は．災害に よ り直接被害

を被 っ た人 に着 目 しが ちで あ る が，人 々 の 結び つ き を最

も良 く知るの は，地域 に居住す る人で あ る，

　第二 に，支援 を通 して ，被災 者 間，そ し て，シ ャ ク ア

ラ大学の 教員達 とバ ラ ッ ク 住宅 に 居住す る被災者 との 間

に 新 し い ネ ッ トワ
ークが 生 まれ て い た 点 で あ る，話 し合

い を繰 り返 し行 うこ とに よ り，住民 間 の 信頼が 醸 成 され，
内部 結 束 が 強 め られ た．ま た ，支援実施プ ロ セ ス に お い

て 地 域 の 人 々 の 参 画 を促 す こ とに よ り，被災者 と地域 と

の 間 に 新た な信頼 関係 とネ ソ トワ
ー

ク が 構築されて い た

の で あ る．
　 ソ・．・シ ャ ル ・キ ャ ピ タル の 視点か ら，生活再建 に 対す

る 国際支援 を考 察す る と，従 来 の 国際 支 援 は，被 災 者 に

住宅 を提供す る，所得を向上 させ る た めの 資金 を提供す

る とい うよ うな，い わ ば他律的に 被災者の 生活環境を整

え る も の で あ っ た．しか しな が ら，被 災 者 の 生 活 は，被

災者 個人 だ けで な く，被災者 間並 び に地 域の 人 々 との つ

な が りの 中 に あ る，従 っ て
， 支援 実 施 過程 にお い て ， 被

災者 間並 び に地域 の 人 との 間 に信 頼に 基 づ くネ ッ トワ
ー

ク を構 築 す る こ と に よ り，人 々 の 結 束 を促 し，協働 で 復

興 に 取 り組 み ，ソ
ー

シ ャ ル
・キ ャ ピ タル を蓄積 して い く

こ とが で きる．それ に よ り．被災者の 自律的な生活 再 建

と地 域 の 復 興 が実 現 で き る．

5 ．おわりに

　本研 究で は ，被災者の 生活再 建 に 着 目 し，阪神淡路大

震 災 の 復興過 程 にお い て 明 らか に され た被災者 の 生 活 再

建 7 モ デ ル を適用 し，イ ン ドネ シ ア の 被災者 の 生活 再 建

を構成す る要素に 関す る調 査 を行 っ た．
　調 査 の 結 果，イ ン ドネ シ ア の 被 災者 の 生活 再 建 に お い

て は，阪 神淡路大震災の 復 興 過 程 に お い て 明 らか に され

た 生活 再 建 7 要素 に加 え，　 「宗 教 」 が重 要 な要 素 で あ る

こ とが 明 らか に なっ た ，また ，調査 の 結果，従来の 国際

支援が 重視 して きた 「すまい 1 や 「くら しむ き」 よ りも，
「宗教」　 「コ ミ ュ ニ テ ィ」　 「つ な が り」 とい う要素が 重

視 され て い る こ とが明 らか に な っ た．

　 これ らの 要 素 の うち， 「コ ミ ュ ニ テ ィ 」　 「っ なが り」

は，ソーシ ャ ル ・キャ ピ タル との 関係が 強い こ とか ら，
調 査 結果 を，ソ

ーシ ャ ル ・キャ ピ タル に基づ き考察 した．
　そ の 結果，ソ

ー
シ ャ ル ・キ ャ ピ タル が 被災者の 復興感

に 影 響を及 ぼ して い た こ とが 明 らか に な っ た．また，被

災者の 再建 を促す に は，被災者の み を対象 と し，住宅 を

提 供 す る，あ るい は，所 得 向 上 の た め の 資金 を提 供 す る

とい うよ うに ，他律的 に 被災者の 生 活 環境 を整 備 す る よ

うな 支援 で は な く，被 災者 間，そ して 被災者 と地 域の 人

との 間 に信 頼 に基 づ く幅 広 い ネ ッ トワークを構 築 す る支

援が求 め られ る．
　なお，本研究 に よ り，被災者の 生 活再建 に お い て ソ

ー

シ ャ ル ・キ ャ ピ タル が 重 要 な要 素で あ る こ とが 明 らか に

な っ た こ とか ら，定量 的 な尺 度 に基 づ く分析 な ど，ソー

シ ャ ル ・キ ャ ピ タル を視点と し た 開発 途上 国 の 支援事例

分析 を今後の 課題 とす る．

補注

（1） 例 え ば，イ ン ド洋 津 波 災 害 に お い て は，米 国 際 開 発 庁

　　（USAID ），日本 の 独 立行 政法人 国際協力機 構 （亅1CA ），オ
ー

　　ス トラ リア の 国際 協力庁（AusAID ）など の ，開発 援助実施機

　　関 が復 旧 ・復興 支援 に携 わ っ て い た．なお，日本の 場 合，
　 　支援 アプ ロ

ーチ は 開発支援 事業 と同様 で ある が，支援ス キ

　　
ー

ム に つ い て は ，災害復 旧 ・復興支援に対 応 した 支援ス キ

　 　ーム とし て ，2006年に 外務省が 防災 ・災害復興支援無 償 を

　 　 設置 し て い る ．

（2） 援助 とい う利害 関係 を伴わない とい う点におい て は客観性

　 　 は 担 保 され る もの の ，大 学機 関が 行 う調査，外国 人 が 行 う

　 　 調査 とい うの も，チ ェ ン バ ー
ス が指摘す る よ うに

1°），リア

　 　 リテ ィ とは異 な る こ とを予 め認識 して お く必 要 が あ る．

（3） 」1CA兵庫 に よ る 鱸 域別研修 「自然災害か らの 復興戦略〜阪

　 　 神淡 路 大震災 か らの 教訓〜」

（4） ゴ ト ン ・
ロ ヨ ン （Gotong　Royong）に つ い て は 「相 互扶 助」

　 　 「助 け合い 」　 「協働 」 等多様 な解釈が ある ．今回 の イ ン タ
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　　 ビ ュ
ー

で は，ア チェ，ジョ グジャ カル タ と もに，通 りや公

　　 共 の 場の 清掃活動，草刈 りな どの 共 同 活 動の こ とを総称す

　 　 る形 で ゴ トン
・

ロ ヨ ン とい う言葉 が 使 われ て い た．

（5）　こ こ で 記 した ガ ン ポ ン や ム ナ サ の 定 義に つ い て は，国際法

　　 研 究所（lnternational　Dvelopmient　Lavv　Organization，　IDLO ）の 内

　　 部資料に よる．同資料に よる と，1999年及び 2001年の 自治

　　 法 を実 施す る た め ，ア チ ェ 政 府 は ，2003年 に 地 方 条令

　　 （Qanun）を制定 して お り，同条例 に おい て ガ ン ポ ン 及 び ム ナ

　　 サの 定義が 定め られて い る ．

（6） ス マ ル ジ ャ ン ・セ ロ は，コ ミ ュ ニ テ ィ活 動が デサ 制に基 づ

　　 くと ころ とア ダッ トに基づ く とこ ろ とを区分 し て い る，ア

　　 ダ ッ トとは ，　 「特定 の 領域に お い て 共通 の 関 心 を持 っ 人々

　　 の 間で 数 世紀 にわた り発 展 し て き た 村落 コ ミ ュ ニ テ ィ の 生

　　 活 の 仕方 」 と定義 され る
：O．同書 にお い て は，ア チ ェ の ム

　　 ナサは，ア ダ ッ トと位置付け られて い る ．

（7） パ ッ トナ ム が イ タ リア の マ フ ィ ア の 闘争過 程 に際 して 「水

　　 平的な信頼 を構築す る こ とを 欠 くとこ ろで は，生 き残 りの

　　 た め に は，垂 直 的 従 属 は合 理 的 な 戦略 で あ る」
2S）

とい う議

　　 論か らも伺え る．

（8〕 こ の よ うな，信仰 を基 盤 と した コ ミュニ テ ィ につ い て，パ

　　 ッ トナ ム は 「ソ
ー

シ ャ ル ・キ ャ ピタル の 重 要 な貯蔵庫で あ

　　 る」 と して い る
：q，

（9） シ ャ クア ラ 大 学の ヘ ラ ワ テ ィ
・
サ ン ス イ

・
ワハ ブ講師（家

　　 政学）の 話 に よ る もの で ある ．
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