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Abstract

　　Onc 　of 　the　lessons　of 　The　Great　Hanshin　Awaji 　Earthquake 　is　the　traditional　single

t川 ck 　disaster　sufferers 　support 　system 　such 　as 　shelter − emergency 　makeshift 　house−
’
disaster　rcvival 　public　housing　should 　be　diversified．

　　Shelters　are 　required 　not 　only 　to　offer 　safe　bed 　inside　of 　shelters 　but　also 　to　function
as 　disaster　reduction 　and 　information　centers 　for　disaster　sufferers 　outside ．　Emcrgency

makeshift 　house　must 　be　provided　much 　more 　faster　through 　developing　new 　method ．

　　It　is　necessary 　to　utilize 　the 　existing 　housing　resources 　mQre 　effectively 　at　the　same

time ．　Reconstruction 　of 　housing　has　a　crucial 　importance　for　the 且ife　reconstruction 　as

awhole ．　Introduction　of 　totally　new 　finical　support 　system 　based　on 　mutual 　aid 　split

is　discussed．

キ ーワ ー ド 避難 所 の 防 災 ・ 情 報 拠 点 化 ，新 た な 応急仮設 住宅形式 ，被災者 の 住宅再建支援 ， 自助 ・共助 ・

公助の重層 的支援 シ ス テ ム

は じめ に

　阪神 t 淡路大震災 は，人的，物的被 害 の 大 きさ

に お い て未曾有の大災害だ っ た だ け で な く，それ

まで の 災害 防止 対策 の 見直 しを迫 り， 危機管理 シ

ス テ ム の 信頼性を揺 るが せ，さ ら に 応 急救助か ら

復旧 ・復興を含め た生活再建支援 プ ロ グ ラ ム の 有

効性に疑問を投 げか け，ひ い て は 我が 国 の 政 治 ・

行政の あ り方 を問 う引 き金 に な っ た
1） と い う意 味

厚生 労働 省社 会 ・援 護局援 護企 画課 長

P1田 min8 　Division　d 　Waf 　Victims’Relief　S  ial　Welfare 　and

War 　Victi皿 s
’
　Relie；

1
　Bureau

本報告に 対す る 討論 は平成 14 年 9 月 末 日 ま で 受 け 付 け る 。
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で も，極め て重大な災害 で あ っ た 。

　政府 は，こ の 貴重 な経験 を踏 ま え，災 害対 策 基

本法 の 改正 ， 防災基本計画 の 大幅見直 し ， 内閣危

機管理監 の 設置等 を行 い ，関係省庁 に お い て も，

そ の 所掌 に っ い て 見直 し改善を行 っ て い る 。 厚 生

省 （当時）に お い て も，応 急 救 助 と救急 医療 ， 上

水道 の 確 保か ら廃棄物の 処理 ま で ，広範 な分野 を

担当 して お り，そ れ ぞ れ所要 の 対策が講 じ られ，

現在 も様 々 な 改善が 模索 され て い る。

　筆者 は t 阪神 ・淡路の 同時代人 と して ， か ね て

よ り事態 の 成り行 きに 強い 関心 を持 っ て い た が 2），

大震災か ら満 5 年を 目前 に した時期 に 災害救助 法

を所管す る社会 ・援護局保護課長 に 就任 し， 政策

当事者 と して 復興プ ロ セ ス に 関与す る機会を得た 。

　 そ れ は絶好の タ イ ミ ン グ で あ っ た 。 5 年 と い う

期間 は，人間 の 意識 に お い て
一

っ の ま と ま り と な

るだ け で な く，10 年 間 の 復興 計画 の 中間年，な に

よ りも仮設住宅解消の 目標とな っ た 年 で あ り，実

際 ， 全 て の 入居者 は 2000 年 1 月 17 日 ま で に 転

居 を終え た の で あ っ た 。 こ の 間必 死 で 走 っ て きた

被災者，市民 ，行政担当者な どが ，

一
歩立 ち止ま っ

て 考 え る こ とが で き る条件が整 っ た の で あ る 。

　 こ う した背景の も と に ，2000 年 6 月社会 ・援

護局に 「大規模災害救助研 究会」 を 設 け，応 急 救

助の あ り方 に つ い て 基本 に 立 ち返 っ た検 討 を お願

い し た 3）
。 ま た

，
こ れ に 先行 して 国土庁 （当時）に

置 かれ て い た 「被災者 の 住宅再建支援の あ り方 に

関す る検討委員会」 に も建設省 （当時）と と も に

事務局の
一

端 に 参画 す る こ と が で き た 4）
。

　本稿は，こ の 2 っ の 報告 を基 に ，今後 の 生 活再

建 支援 の あ り方 に っ い て ， 私見を交 え な が ら考察

した もの であ る
5）

。

1．災害対策法制 に 占め る災 害救 助 法 の 位

　　置

　本題 に入 る前に，我が 国の災害対 策法制 に お い

て ，災害救助法が ど の よ うな 位置 を 占め ，ど の よ

うに 運用 さ れ て い るの か を説明 して お く こ と は 無

益 で は な か ろ う。

　主要な法律 を表 1 に ま とめ た 。 災害対策基本法

の 下に 極め て 多岐に亘 る個別法が制定 され て い る

宇野 ：生 活再建支援の 政策論

が ，中で
．
も災 害救 助法 は特別 の 位 置を占め て い る 。

　災害救助法は，救助の種類 と して ，避 難所 や仮

設住宅な どの 収容施設 の 供与，食品 の 給 与及 び飲

料水の 供給，被服，寝具 そ の 他 生 活 必 需品 の 給与

又 は貸与 ， 医療及び助産 ， 被災者 の 救 出，住宅の

応 急修理 ，生業資金等 の 貸与，学 用品 の 給与 ， 埋

葬，そ の 他 （施行 令 に よ り，死 体 の 捜索 お よ び処

理 ， 住居又 は そ の周辺の土石 ， 竹木等 の 障害物の

除去と さ れ て い る）と，広範 に 規定 して い る
。

　 しか し，実際 の 運 用 で は，避難所 や仮 設住 宅 の

設置と生 活必需品 の 供与 ， 救護班 に よ る応急医療，

埋 葬等が中心 で ，た と え ば，人命救助 は 消防 や 警

察 ある い は 自衛隊が行 っ て お り，ま た，本格 的 医

療は社会保険や各種公費負担医療制度で 行われ る 。

こ れ は，多分に 沿革的 な理 由 に よ る もの で あ る 。

　すな わち，災害救助法 は 昭和 22 年 に 制定 され

た 古い法律 で （そ れ は 明 治 32 年 の 「罹 災救 助基

金法」を引 き継 い だ もの で あ る 。 ），当 時 は災害対

策 に 関す る ほ とん ど唯一の 立法で あ っ た た め ，極

め て 広範な規定ぶ りとな っ た もの と考 え られ る 。

し か し，そ の後，漸次各種 の 制度が整備 され に従 っ

て 災害救助法が そ の 役割 を明け渡 して 行 っ た 。 そ

表 1　 災害対策法制の 概略

基 本 法 災 害 対 貶 基 本 法

災 害 応 急 対 策 災 害 救 助 法

　 消 防 法

　水 防 法

・警 察 法

　 自 衛 隊 法

被 災 者 の 救 済 援 助 ・災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 法 搾
・肢 災 者 生 活 再 建 支 撞 薩

　住 宅 金 融 公 鼠 法

　 国 民 生 活 金 融 公 庫 濫

災 害 旗 旧
・

復 興 激 甚 災 害 法

公 共 土 木 施 設 災 害 履 旧 事 黍 国 応 負 担 誌

波 災 市 街 地 笆 興 特 別 措 置 法

保 険 共 漬 制 度 地 屡 保 険 に 開 す る 怯 律

一
盈 業 災 冨 補 償 薩

盈 叢 共 同 組 含 濫

災 署 鬨 係 税 倒 ・災 害 被 害 香 に 対 † る 租 鋭 の 減 免 、戯 収

　猶 予 等 に 闘 † る 法 律

そ の 他 ・防 災 の た め の 粲 団 移 転 促 進 事 粟 に 係 る

　国 の 財 政 上 の 特 別 措 置 等 に 鬨 す る 怯 律

・密 典 市 街 垉 に お け る 肪 災 地 区 の 整 價

　 の 促 遇 に 闘 † る 法 律
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の 最 た る もの は防災 に 関す る組織 に 係 る規定で あ

り，昭和 37 年に災害対策基 本法が制定 さ れ る ま

で は ， 災害救助法に置か れ て い た の で あ る。

　 こ の よ う な 経緯か ら，現行 体 系下 で さえ ， 災害

救助法は，災害対策基本法に 対 して は個 別法 とな

り， 個別 の 対策を担当する もの の
， 他 の 法令 との

関係で は単な る個別法を超え て
一般法と して 機能

する性格を残 して い る の で あ る 。 比 喩 的 な表現 を

す れ ば ，災害対策基本法 を憲法 とす る な らば，災

害救助 法は民法に擬す こ とが で きよ う。

　 災害救助法 の 一般法的性格が発揮 され る最 も顕

著な例 は，災害救助法の 発動が ，事実上，あ る 災

害を大規模な 災害で あ ると公的 に 認定 す る 機能を

果 た す こ とで あ る。

　 す なわち ， 現行法体系 で は ，災害時 に 応急救助

を行 う第一義的責任を 基礎 自治体で あ る市町 村が

負 うこ とを前提 と して ，災害 の 規模が 個 人 の 基 本

的生活権と全体的社会秩序に
一

定以上 の 大 きな影

響 を与え ると きに は ， 国 の 責任で救 助を行 うと い

う仕組 み とな っ て い る 。 そ して ，救助法適用 の 要

否は ， 事柄 の 性格上，災害発生直後 に 行 われ る最

初 の 判断とな る 。 こ の よ うな こ とか ら，表 1 に掲

げ られ た 法令 に も，災 害救助法の 適用 を そ の 発動

条 件と して い る もの が 多 い 6）
。

　 なお，災害救助法 の 事務 は ，法定受託 事務 と し

て ， 適用か ら救助 の 実施 ま で全面 的 に 都 道府県 知

事 に 委任さ れ て お り，個 々 の 災害 対応 に お い て 国

が 直接関与す るの は ， 事実上 ，財政負担 の み で あ

る
7）

。 また ， 都道府県知事 は，救助を迅 速 に 行 う

必要があ る と きに は，そ の 職権 の
一部 を市町村 長

に委任する こ とが で きる。

　災害救助法が 一般法 と して機能す る も う一
っ の

例 は，応急対応 と して 未成熟 で あ る な ど，何 らか

の 理 由で 他法で は 即座に対処 で きな い と き に，補

完的に救助法の 活用 が 検討 され る場合 で あ る 。 例

え ば，有珠山噴 火 の 際 に は ， 避難所に大型 ス ク リ
ー

ン を設置 し，自衛隊 の ヘ リ コ プ タ ーが 撮影 し た 映

像を瞬時に放映 したが，・こ れ を被災者 に 対 す る情

報提供の 一環に 位置づ け る こ と に よ り， 災害救助

法 で 対処 した もの で あ る。

　 こ の よ うな対応 を可能 とす る 理 由の 一
つ に は ，
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災害救助法の 諸条項 の 規定 ぶ りが 原則 的 な もの に

止ま り，あ とは広範な行政裁量 に 委ね られ て い る

こ とが あ る。 これ は，緊急時 の 柔軟 な対応 を確保

する うえ で非常 に有効で あるが， しか し，だか ら

と言 っ て 何 で も許さ れ る もの で は な い こ と は 明 ら

か で あ る 。 特 に，全額公費 で 行 う こ と に 内在 す る

制約 が あ る こ と は当然 で あ り，何 を ど の 程度行 う

か は，一方に お い て救助 の緊急性 と必 要性 を踏 ま

え ，他方 に お い て 国民
一

般 の 生活 状況 と の 均衡を

図 りっ つ ，慎重に 運 用 さ れ ね ば な ら な い
。 こ

’
う し

た意味で も， こ の 法律は ， 解釈 の 積み 重ね が 重要

な民法 と似て い る とい え よ う。

2．大規模災 害救 助研 究会報告

　 2．1 災害救助研究会と大規模災害救助研究会

　 大規模災害救助研究会 は，1995 年 末 か ら翌 年

春ま で 設け ら れ た 災害救 助研究会 を継承 ・発 展 さ

せ た もの で あ る。

　 阪神 ・淡路を契機と して ， 災害救助法 に 基づ く

救 助 は，そ の 範囲に お い て も内容 に お い て も飛躍

的に充実 さ れ た が ，そ れ は，単 な る量 的 な次元 を

越え て ，法運 用 に 質 的転 換 を迫 る もの で あ っ た 。

こ う し た事態 に つ い て ， 災害救助研究会 の 報告

「大規模災害に お け る応急救助の あ り方」 は，「豊

か な社 会 に お け る災害」 と 指 摘 し た
。

こ の 問題 意

識は，大規模災害救助研究会 に 継承 され て い る 。

　 2 っ の 研究会 は，と もに阪神 ・淡路大震災型の

大都市直下 型地震を想定 して い る 8）
。 また ，い ず

れ も三浦文夫教授が 座長を 務め て お られ，両者 の

一
貫性を保 っ 上 で 大 きな 役割を果た さ れ た 。

　 と は い え，2 っ の 報告 は時 の 経過 を反映 し て ，

か な り ト
ー

ン を異 に して い る 。 すな わ ち，災害救

助研 究会 は，大 震災か ら間 もな く，一部 に お い て

は救助が継続中に ，そ の 生々 しい 経 験 を踏 まえ て

災害救助全般を 網 羅的 に 検討 し， で き る こ と は 直

ぐに 実施移 すた め に 「個別テ ーマ に 即 し て 極力具

体的 な方策 を提言」 し た もの で あ る。

　 こ れ に対 して ，大規模災害救助研究会 は 5 年 を

経過 し，仮設住宅 も解消 したと い う時期を捉え て，

い わ ば一
旦立 ち止ま っ て 大災害へ の 対応の あ り方

と して 「今何が
一

番問題 な の か，ま た ，ど の よ う
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な対策 が必要 な の か に っ い て ，重点的 に 検討」 し

た もの な の で あ る 。

　内容 も，災害救助研究会 の報告 で は要援護者 へ

の 支援策 に か な りの 紙面が 割か れ て い る の に対 し，

大規模災害救助研究会報告 （以 下 「研 究 会報告」

と い う。 ）で は，仮住 ま い 期 の 対策 の 比 重が増 し

て い る こ と も，ス テ
ージ の 違 い を如実 に反映 して

い る。そ して ，被災者等 の 自立支援 と い う災害救

助 の 基本理念 に 変わ りはな い もの の ，初期 に お い

て は，要援護者へ の 支援 も含あ
， 弱者 へ の 援護 の

側面が前面 に 出 るの に 対 し，仮住 ま い期 か ら本格

的生活 再建に 至 る局面 で は，い か に 被災者等 の 自

助努力 を支援 して い くか とい う こ と に 焦点が 移 っ

て い くこ ととな る 。

　 しか し，大規模災害救助研究会 の 視点 を最 も特

徴 づ け る の は，災害救助 に お い て は，現 に 存在 し

て い る こ とだけ に と らわ れ る の で は な く，「他 の

可能性」を意識 して事態 に 当た る 必要 性 が 随所 で

指摘さ れ て い る こ とで あ る 。

　 た とえ ば，研 究会報告 の 「検討 の 前提」に は，

「こ れ ま で の 防災計画 等 に お い て は ，い くつ か の

規模想 定を行 っ て い る場合 で も，それ ぞ れ異 な る

シ ナ リ オ の もと に対応 水準を変 え る こ と は ほ とん

ど行わ れ て い な い 。 」とあ り，「異 な る タ イ プ の 大

規模地震 が 発生 した 場合 に は，そ れ ぞ れ ど の よ う

な シ ナ リ オ で ，ど こ ま で の 水準 で 対応可 能か を 明

らか に し， 住民 の コ ン セ ン サ ス を得 て お く必 要 が

あ る 」 と指摘 して い る 。

　 ま た，「終わ り に 」で 述べ ら れ た 「災害規模 の 大

きさに よ っ て は，公 的支援 と して 提供 で き る 総量

に 限界があ り，被災者 の 様 々 な ニ
ーズ に 十分応え

る だけ の 支援内容に はな りに くい 場合が あ る。 そ

の た め，限り あ る支援総量 を い か に 配 分す る か が

重要 と な る」，「災害時 に お い て は 普段想定 して い

な い 事態が突発的 に 発生 し，一
定 目的 の た め に 打

ち 出 した対策 が他 面 で は マ イ ナ ス に 働 くと い う

「価値対立」が生 じる こ とが あ る 。 」 と い う指摘 も

こ れ と基盤 を 同 じ くす る も の で あ る 。

　 こ うした姿勢 は，研究会報告の 中核部分を 占め

る 「避難所等 の あ り方」お よ び 「応急仮 設 住宅等

の あ り方」の 検 討 に お い て も貫 かれ て い る。
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　2．2 生活再建支援プ ロ グ ラ ム の 多様 化

　阪神 ・ 淡路大震災が 我々 に残 し た 教訓 は ，ひ と

こ とで 言 えば，大都市に お ける大災害に 対 し て は，

こ れ まで の避難所一応急仮設住宅
一

災害 公 営住 宅

と い う単線的な支援 プ ロ グ ラ ム で は明 ら か に 限界

が あ る，と い う こ とで ある 。

　大震災 で は ，

一
時 に 30 万人 を 超 え る 避 難者が

発生 し，指定避難所以外 の 施設に も避 難者が 殺到

した 。 こ れ は，神戸市 の 長田 区を始め ， 中央区 ，

東灘区，灘区 な ど で は 人 口 の 1／ 3 を 超え る 人数

で あり，到底避難所に収ま る レ ベ ル で はな か っ た 。

神戸市全体で も人口 の 15 ％を超え て い た 9）
。

　 また，ラ イ フ ラ イ ン の 復旧 の 遅 れ に 加 え ，応急

仮設住 宅等 の 供給 に 時間 を要 した こ と が 避難の 長 ・

期化を もた ら した と指摘され て い る が ，あ の 状 況

で 半年間 に 5 万戸 の仮設住宅 を建設 す る こ とは ほ

ぼ 限界で あ っ た 。 そ して，仮設住宅入居者 の うち

希望す る す べ て の 者 に 公営住宅を 提供す る に は 5

年 の 時間 を要 せ ざるを得 な か っ た の で あ る 。

　 こ うした事態に対 し， 行政 ， 民間 を問わ ず ， 多

くの 検証 ・研究が，た とえ ば家賃補助 の 導入 や地

震共済 の 創設な ど，新 し い 制度を導入 して 支援 プ

ロ グ ラ ム を多様化す る よ う提案，提言 して い る 。

　既存 の プ ロ グ ラ ム に 限界が あ る以上，外側 に 新

しい 仕組み を作 る必要が あ る 。 しか し，た とえ新

し い 仕組み が 導入 さ れ た と して も，避 難所，仮 設

住 宅，公営住宅 に メ イ ン ス ト リ
ーム と し て の 役割

が期待され続 ける こ と も事実 で あろ う 。 そ う で あ

る な ら，既存 プ ロ グ ラ ム の 内側 で も，そ の 新 た な

可能性を追求 し，そ れ ぞ れが状況 に 的確 に 対応 で

きる よ うに して お くこ とが重要 とな る 。 大規模災

害救助研究会 が 取 り組 ん だ の は こ の 部分で あ る 。

　2．3　避難所の 防災 ・情報拠 点化

　避難所 の あ り方に つ い て 研究会が行 っ た 最 も大

胆な提言 は，「避難所 の 防災拠点化 ・情報拠点化」

で あ る。 少し長 くな るが引用 しよ う。

　 「災害 に よ っ て 日常生活 に 支障 を き た す被災者

は，避難所に い る避難者だけ で はな い
。 住 家に は

大 きな 被害が な い 住民で あ っ て も，ラ イ フ ラ イ ン

や流通 の 途絶 に よ り，水，食料， ト イ レ，入浴や
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各種情報の 入手，交換等が困難 に な る者 も多い
。

　避難所の機能の うち ，水 ・食料 ・生 活物資の 提

供，健康 の 確保，衛生 的環 境 の 提供，情報 の 提供

等 と い っ た各機能は，こ れ ら避難 所以 外 の 被災者

に っ い て も， 必要に 応 じて 公平に サ ー ビ ス が 受け

られ る よ うに す べ きで あ る 。

　 そ の た め，国，地方公共団体等 に お い て は，小

中学校等 の 指定避難所が住民に と っ て 地 域防災の

シ ン ポ ル と な っ て い る こ と も考慮 し，生活 に 支障

を生 じて い る被災者 に サ ービ ス を提供す る機能 を

も っ た，地域 や コ ミ ュ ニ テ ィ の 防災拠点 と して 位

置づ け る こ とを検討す べ きで あ る 。 」

　 こ れ は，避難所 に い る避難者だ け が 被災者 で は

な い と い う当然 の 事 実，しか しな が ら往 々 に して

欠落 しが ちな事実認 識 に 基 づ い て，応 急 救助 に 当

た る べ きで あ る ， と い う提言で ある 。 実際，被災

自治体の 調査に よ れ ば，被害が 大 きか っ た 地域 で

は，概ね住民 の 5 割が避難 した が，震 災 当 日 に 避

難所で 就寝 した の は 2 割に止 まり， 残 り 3 割 は 親

戚宅等に 避 難 した と い う事実が明 らか に さ れ て い

る 。 ま た，避難所で は避難所 で就寝 して い な い 被

災者 に も食事等 の 提供を行 っ て お り，神戸市 内 で

は，被災 か ら 2 月程度 の 期間，食事提供数が避 難

所就寝者数 の 1．5 倍を超え る状態が 続 い た 「o）
。

　 もちろ ん，こ の 提言を具 体的 に 実行す る こ と は

容易 な こ とで はな い
。 研究会報告 に も述 べ られ て

い る とお り，防災拠点化は ，在宅 等で の 生活 を支

援 し，促進する効果，すな わ ち避難所 に避難 しな

け れ ば な らな い 人 々 を減 らす効果 が期待 で き る
一

方で ，災害発生直後 の 混乱 期に 避 難所 へ の 殺到 を

招 い て よ り援護が必要な被災者 に対す る サ ービ ス

提供に 支障を生 じ た り，継続的 な サ
ー ビ ス の 実 施

が却 っ て 依存を助長す ると い っ た問題 の 発 生 も懸

念 され る。

　 しか し．こ れ ら は，で き る だ け 迅速 に ，で き る

だけ多 くの避難者 に安全を提供す ると い う応急救

助に 内在す る本来的 な 「価値対立 」が 一
層顕在化

した もの に 過 ぎず，今後t一よ り高度 の 応 急救助 を

行 う に は どの み ち避け て 通れ な い 課題な の で あ る。

　 そ の た め に は 災害時 の 住民 の 避 難行動 に つ い

て，も っ と深 く研究 す る必 要が あ る 。 筆者 に は ，
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震災当時，直感 的 に感 じ た疑問 と い う か 個人的思

い が あ っ て ，以来ず っ と心に 引 っ か か っ て い た こ

と が ある 。 誤解 を恐れ ず言 え ば，そ れ は ， ど う割

り引 い て も決 して 快適 と言え な い 避難所に，な ぜ，

あ れ だ け多 くの人が ， あ れ ほ ど ま で 長期 に 避難 し

て い るの か ，な ぜ ，万難 を排 して も っ と早 く避難

所か ら退 去 しな い の か ， と い う こ とで あ っ た 。

　 後の 知見に よ れば ， 避難生活が長期化 した の は，

ラ イ フ ラ イ ン の 復 旧 の 遅 れ な ど の 物理 的理 由，あ

る い は失業や当面 の 住 居 を確 保で きな い と い っ た

経済的 ・物質的理 由か らだけで な く，避難所 に い

な けれ ば必要な情報が 得 られ な い とか，人閤関係

が 切れ て しま う な ど の ネ ッ クゆえ の 選 択 と い う側

面が あ る ， とい う こ とが 知 られ て い る 。 も しそ う

だ とす る な らば，こ れ らの ソ フ ト面を 改善 す る

ー
こ

と で ，避難者の 総量を も っ と少な くす る こ とが で

きた か も しれ な い
11）

。

　 また，自治組織が し っ か りで き で い た 避難所の

方 が解消 の 時期が 早 い 傾向が 見 て 取れ る とともに，

学校避難所で は，体育館よ りも少人数 と な る教室

の 方が 自治組織 が で きやすか っ た こ とが報 告 され

て い る 。 こ の 2 っ の 事実を重 ね 合 わ せ る と，少人

数単位の 避難施設 の方が ，生活環境や プ ラ イ バ シ
ー

の 観点 の み な らず，避難 所 の 早 期 解 消 に も有効 と

考 え られ る の で あ る 。

　避難所の拠点機能を高め る こ とと ， 避難施設の

単位を 小 さ く し て い く こ と と は，一
見 相 反 す る よ

うに 見 え る。しか し，こ の 問 題 は，物 資や 情報 の

提供機能 と就寝 や起居 の場を提供する機能を 分解

す る こ と で 解決する こ と が で きる は ず で あ る 。

　緊急時 に大規模 な避難施 設 が 必 要 に な る の は，

物 資 と情報 の 伝達 コ ス ト を最小に で き る （食料 を

直接渡 せば別途 の情報伝達は 要 らな い ）と い う側

面が 強 い 。 した が っ て ，被災地域 が 日常 性を取 り

戻 せ ば，被災者 が 拠点 施設か ら供給 され る物 資や

情報に容易に ア ク セ ス で きる状態を確保 しさえす

れ ば ， 起居 の 場が分散 して い て も問題は 生 じな い 。

た と え ば，拠点施設 で 食料が い っ 配布 さ れ る か と

い う情報が的確 に 伝 われば，分散施設 に い て も容

易 に受け取れ る 。 そ れを 目的と し て 自治組織 の形

成が促進 さ れ る こ と も期待で きよ う。 防災拠点か
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ら自宅や親戚 宅等 に 避難 して い る地 域住民 ヘ サ ー

ビ ス を行 う こ と は，そ の 究極 の 姿な の で あ る 12）
。

　 2．4　応急仮 設住宅あ り方

　避難 所 に 比 して ，応急 仮設住宅 に つ い て は，「仮

設住宅だ け が 仮住 まい期 の 支援 プ ロ グ ラ ム で は な

い 」 と い う考え方 は定着 しつ っ あ る 。

　 もともと，応急 を冠 して い る よ う に ，国 は ，仮

設住宅 の 建設戸数は滅失住戸 の 3 割程 度 とす る，

と い う ガ イ ド ラ イ ン を定め て い た の で あ る が，阪

神 ・淡 路大震 災 の 時に は ， 兵庫県知 事 の 判断 に よ

り希望者全員 に仮設住宅を提供す る こ とを約 束 し

13 ），そ れ が い わ ば相場 に な っ た の で あ っ た。しか

し，そ の 後，供給 に も，撤 去 に も相当 の 時間 と費

用 を要 した こ とか ら反省が起 こ り，民間 の 賃貸住

宅 を有効 に活用す る た め に 家賃補助制度 を採用 す

べ きで は な い か と い っ た提 案
14）が さか ん に 行わ

れ る よ う に な っ て きた の で あ る 。

　研究会報告 は ， 既存の住宅資源 の 活用 に つ い て

も検討を加え て お り，そ れ に つ い て は 次節 で 扱 う

が，重点は応急仮設住宅 の 改善方 策 に 充 て られ て

い る 。 それ は何 よ りもまず，い つ 起 こ っ て もお か

しくな い と言 われ る南関東直下型地震 に 対応 で き

る体制の 整備を急 ぐ必要が あ る か ら で あ る 。

　検討会 で 大震災時の 経験 を仔細 に 分析 した と こ

ろ，技術や手順 の ち ょ っ と した 改善 で ，も っ と多

くの 仮設 住宅 を も っ と迅速 に供給で き る こ と が 明

らか に な っ た 。 そ の 成果は 報告書 に 詳 し い が ，一

っ だ け例を挙げる と，「小規模単位 で の 完成 ・入

居」が あ る 。 仮設住宅 と は い え ， 建物本体組立後

に 電 気，水道等 の 敷設 ， 整 備 と い う手順 は変 え ら

れな い の で ， 大規模な 団地 を建設す る 場合 で も，

小規模の 建設単位 に 分 け て 完成 させ る ほ うが
， 入

居時期を早 くす る こ とが で きる。試 算す る と 1 月

近 くも早 くな る と こ ろ もあ っ た 。

　 こ うして ，研究会報告に書か れ た 諸 対策 を 講 じ

て お け ば，直下型地震 に係 る東京都 の 被 害 想 定 に

基づ く必要 数 10 万戸 は 3 ケ 月で 供給 で き る と の

感触 を得 た。 しか し，逆 に 言え ば こ れ が限度 で あ

る こ と意味 し， 今後さ ら に突 っ 込 ん だ 検討が 必 要

な こ とを示 し て い る 。 二 つ の 方途 は，す で に 指摘
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され て い るとお り既存 の 住宅 資源 の 活用 を促進 す

る こ と で あ る 。 今
一

は ， 仮住 ま い 施 設の 大量，迅

速供給 とい う目標 と，住環境 の 向上 と い う要 請 の

間 に生 じて い る 「価 値対立」 に 正面 か ら向 き合 い
，

仮設 住宅 の 姿 を基本 に 立 ち返 っ て見直す こ と で あ

る 。

　兵庫県 が行 っ た検証事 業に招かれ て 来 日 した海

外専門家が，仮設住 宅を見 て 「こ れ は 恒久住宅 で

は な い か」と い う報告を し て い る 。 ま た ， トル コ

大地 震を支援す る た め に 阪神 ・淡路で 使用 した仮

設住宅数千戸を贈 っ たが，現地 で は こ れ らを で き

る限 り長期 に使用す る っ も りで い る と い う話 も聞

い た 。 国内で は居住性 に 評判 の 悪 い 仮 設 住 宅 で あ

る が ，彼 らの 理解 の 方が 常識的 と思 われ る 。

　 も と も と
， あ れ だ け の 居住水準 を備え た 住 宅を

大 量 か っ 短 期に供給す る こ と は土台無理 で あ っ て ，

ど ん な に改善が 図 っ て も，被災者 に は
一

定 の 待機

を求め ，地元 自治体 に は行政 コ ス ト も含め多大 な

負担 を強 い る こ と に な る 。 仮設住宅 は ，居住水準

よ りも迅速性を重視 して，応急に 居 住 の 場 を提 供

す る本来 の 機能を取 り戻 さ な け れ ば な らな い と思

うの で あ る 。

　実 は，研究会報告 に も ，
こ う した 発想が 「新 た

に 考 え られ る応急 仮設住宅形式」 と し て 取 り入れ

られ て い る 。 すな わ ち，「現状で は，応急仮 設 住 宅

と し て は主 に プ レ ハ ブ住 宅が 想 定 され て い る が，

著 しく大規模 な 災害 が発 生 した場合等 に お い て は，

倒壊 した住宅 の 跡地 や近 隣 の 小公園等 の 空地 に ，

大型 テ ン トや コ ン テ ナ を設置 し，そ れ に ユ ニ
ッ ト

形式の 洗面台，トイ レ，シ ャ ワ
ー

等 の 衛 生 設 備 を

組み 合わ せ た応急 的 な 仮設住居 を設置す る こ と も

考え るべ きで あ り，そ れ らの 資材 を公園，学校等

へ 分散備蓄 し て お く こ と も考慮す べ き で あ る 。 」

提案者か ら は，簡単な ス ケ ッ チ も提 出 され て い る 。

　 こ の 提案 も含 め，今後求め られ る新 し い 仮住 ま

い 施設 は，従来 の 枠組 み か ら す れ ば，避難所 と仮

設住宅 の 中間形態 と言え る 。 そ し て ，防災拠点化

され た避難所か ら生活面 の 支援を受 け っ っ ，居住

面 で は避難所 よ りも快適 な 空間 を確保 す る 。 同時

に，他 の 仮住 ま い の 形態 の促進 と合わ せ て 応急仮

設住 宅 へ の 需要 を抑制 し，さ ら に は，恒久 住 宅 の
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確 保を支援 して 仮住 ま い 期 そ の もの を短縮す る 。

こ れ が 理想な の で は な い か 。

　 2．5　既存 の 住宅資源 の 活 用

　既存 の 住宅資源を仮住 ま い の
一形態 と して 活用

して い く こ と は重要な課題 で あ る が ， こ れ ま で も

試 み て あ ま り進 ま な か っ た の は，実施に 当 つ て の

技 術的 な問題が意外 に 多い か らで あ る 。 大規模災

害救助研究会で は ， こ こ に 焦点 を当 て て検討 した。

結果は，研究会報告 に あ る とお り で あ る が，や や

簡素 に 過 ぎ る の で 若干敷衍 した い
。

　 まず，民間賃貸住 宅の 活用 に つ い て 。 民 間 賃貸

住宅 を仮住ま い の
一

形 態 として 本格的 に 活 用 す る

た め に は ， 実施主体で あ る 地 方 自治体が ， 災害発

生直後 に ，ど こ に ど れ だ け の 空 き家が あ り，利用

可 能な の か を知 る必要が あ る。 しか し，民間賃貸

住宅 は ， 空 きを っ くらな い こ と が 至 上命題 で あ り，

また，市場全体 と して は若干 の 供給 過 剰 に な っ て

い た と して も，空き家の発生地点 は常に変動する 。

し た が っ て ，業者 と予 め協定 を結ん で お く こ と は

当然 と して ，地域 に お ける民 間賃貸住宅 の 利用 状

況 を常時把握す る シ ス テ ム が整備 され て い な けれ

ば うま く い か な い
。 幸 い ，住宅政策 の

一
環 と して ，

地域の住宅資源 の デ ータ ベ ー
ス 化が 始 ま っ て お り，

近 い 将来，こ の 点 は ク リ ア
ー

で き る で あ ろ う。

　 しか し，市 場を相手 に す る以 上，一時 に 大 量 の

需要が発生すれ ば一定程度 の 家賃上昇は 覚悟 しな

けれ ばな ら な い 。 そ の 場合に は ，公的支援 を受 け

な い
一般 の 民間賃貸住宅入居者 に 不利益 が 及 ぼ な

い よ うな対策を講 じ る必 要が あ る が ，筆者 に は名

案 は な い
。 現状 で は，協定業者の 善意 に 期待す る

しか な い の で は な か ろ うか 。 な お ，こ の 問題 は ，

家賃補助制度を採用 した 場合 に は よ り顕在化す る

と考え られ る。 （家賃補助制度に つ い て は，技術 的

問題以前 に 原理 の 問題 と して 検討すべ き事が あ る

が ，そ れ に っ い て は，「被災者 の 住宅再建支援 の あ

り方 に関す る検討委員会」 の と こ ろで 述 べ る。 ）

　 こ れ に 比 し，公営住 宅へ の
一

時 入 居 は，行政 が

供給主体 とな っ て い る こ とか ら，こ れ ま で に もか

な り の実績が ある 。 しか し，問題が な い わ け で は

な い 。 研究会報告 に ある と お り，災害時 に 公営住
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宅 を
一時使用す る こ とは公営住宅法に位置づ け ら

れ て お らず，設 置主 体で あ る地方公 共団 体 の 裁量

に 基 づ き便宜的に 使用 され て い る状態 に あ る。
こ

れ だ け な らば形式だ け の こ とか もし れ な い が ， 空

き家使用 に 当た っ て 修繕等が必要 な場合 に は，そ

の 費用は す べ て 設 置主体 で ある地 方公共 団 体 の 負

担 と な る の で ，実利 的 な問題 と な る。筆 者 の 在任

中に起 こ っ た 有珠山噴火の 際に も，約 300 戸 の 公

営 住宅 を修繕 して 被災者 に提供 した費用 は北海道

が全額負担 して い る。公営住 宅法 は，災害公 営住

宅 の 建設に手厚 い 国庫補助を規定 して い る が，既

存 の 住宅を 改造す る場合 も災害公営住宅 と み なす

こ とは で きな い の で あ ろ うか 。

　災害救助法 に 基 づ く住 宅 の 応 急 修理 は，居 室，

台所，トイ レ 等 日常生活 を営む た め に 必 要 な最 小

限度の 部分を地方公共団体が応急的に修理 す る も

の で あ る 。 こ の 制度 は，被災者が で き る 限 り自宅

に とどま っ て 生活再建を進 め る こ と を支援す る も

の で あ る が ， ひ い て は ， 避難 所や仮設住宅 へ の 需

要を 抑制 し，被災地 域 の 復興を早 め る効果 を有 し

て い る な ど，様々 な 可能性 を秘め て い る 。

　そ の 普及 を図 るた め ，研 究 会 報 告 は，まず ，応

急 危険度判定 ・被災 度区 分判 定等 と連動 した迅 速

な施工 を図る た め に 工 程を標準化す る こ と と ， 危

険 度判 定士 な ど の マ ン パ ワ
ーや 資材を緊急 に 確保

す る こ とが で きるよ う業界団体等 と協定 を結ん で

お くこ とを提案 して い る 。 また ， （地方 自治体が 協

定を結ん だ業者 の 中か ら選 ぶ な ど）施行業者 を被

災者が 選択 で き る シ ス テ ム を 導入 して 使 い 勝手 を

良 くす る こ と も必要 で あ る。 さ ら に ，被害 を受 け

た住 宅 の 中に は ， 本 格補修 を実施 す れば 継 続 使 用

で き る場合 もか な りある もの と考え られ ， 応急修

理 の 段階か ら連続 して 実施 で きれば大変効率的 で

あ る。 研究会が示 した技術上，シ ス テ ム 上 の 課 題

を解決 して い けば ， そ う した こ と も可能と な ろ う。

　 と こ ろ で ，応急修理 と本格補修を連 続的 に行 う

仕組み が で きあ が ると，住宅の再建支援 の あ り方

に も少 な か らぬ 影響を与え る可能性が あ る 。 結果

と して ，修理 された部分は再建 され た住 宅 の
一

部

とな り，少額 と は い え 公費が個人 の 資産 に 支給 さ

れ る こ と に な る か らで あ る 。
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3 ．被災者 の住宅再 建支援 の あ リ方 に 関す ，

　　る検討委員会報告

　 「被災者 の 住宅再建支援 の あ り方 に 関 す る検討

委 員会 」は ， 被災者生活再建支援法の 附則第 2 条

の 「自然災害 に よ り住宅が 全半壊 し た 世帯 に 対す

る住宅再建支援 の あ り方 に つ い て は，総 合 的 な見

地 か ら検討を行う もの と し， そ の た め に 必要 な措

置が講ぜ られ る も の とす る 。 」と い う規定基 づ き

国土庁 に設置 され た 委員会で あ る。

　 こ う し た 経 緯か ら， 被災者 の 恒久的な住宅確保

に つ い て よ り有効な支援策を求め る被災 自治体等

か ら大 きな期待が 寄せ られ ，我 々 も大規模 災 害 救

助研究会を始め る時点 で は，そ う想定 して い た 。

　結 局，2 年 間の 議論 を経 て まとめ られ た報告書

（大規模災害救助研究会 の 報告書 と 区別 し て 「委

員会報告」と い う こ と に する 。 ）は ，被災 自治体等

が 強 く求め て い た 地 震共済 に っ い て 意見 の
一

致 が

得 られ ず結論 は 先送 り，こ れ に合 わ せ て 全 体 もや

や抽 象的 な もの とな っ た 。

　 しか し，筆者 は，法律 に 定め られ た正 式 の 委員

会が ，個人住宅 の 再建支援 に っ い て 公 共 性 を 正面

か ら認 め た画期的な報告で あ り， 地 震共済 も含め

た 今後 の 支援策構 築 の 基礎 に な る も の と 評 価 し て

い る 。 そ う した 観点か ら内容を確認 して い きた い。

　3．1 持家再建 の 困難性

　大震災か ら 5 年目の 時点 の イ ン タ ヴ ＝
一

に 応え

て ，兵庫県知事 が 復 旧 9 割，復 興 5 割 と自 己採点

して い た 。
こ こ で復興 と は ， 雇用や 住宅 な ど生活

面 の 復興の 意 味 で あ っ た が ，な か で も住宅再建が

最 も遅れ て い る こ とは明 らか で あ る。

　表 2 は，各種 資料 を基 に 震 災前 後で 居住状況 が

ど う変わ っ たか を推計 した もの で あ る 。 兵庫県 で

住宅を失 っ た世帯の 居住状況 は，震災前 は ， 持家

61 ％，民間借家 31 ％，公 的住 宅 7 ％ で あ っ た も

の が ， 震災後 （ほ ぼ 5 年後）で は ， 持家 41 ％，民

間借家 23 ％，公的住宅 36 ％ に な っ て い る 。 さ ら

に，震災前に持家だ っ た 人に 限 っ て 見 る と，震災

後 に も持家 に戻 っ た人 は 59 ％ に とどま っ て い る 。

　他方，災害公 営住宅 な ど 4 万 8 千戸 の 公 的住 宅

が建設 さ れ た が，民間借家に 居住 して い た 世 帯 の

2／3 が 公的住 宅に 移 っ て い る の に 対 し （公的住宅

居住者は 100 ％。），持家 か ら公的住 宅 へ の 移動 し

た世帯は ごく
一

部で あ っ た 。 こ の 政策の 恩恵 を受

け た の は もと も と賃貸住宅 に 住ん で い た 低 所 得層

に ほ ぼ隈 られ て い ると い えよ う 。

　 な ぜ，復興 に 格差 が あ るの か
。 様 々 な理 由が あ

ろ うが，最 も大 きな比重 を占め る の は 公的資金 の

表 2　 阪神 ・淡路大震災 に お け る住居 別比率の 変化

（％ ）

移転 後 の住 居 持 家 民間借家 公 営住宅等

移転 薗

の 住 居 比 率　　 　 比 率 41 23 37

持 ち家 滋失 　 63

（loo）

37

（59）

16

（25＞

10

（16＞

民間 借家 　31

（loo ）

　4

（13）

　7

（23）

20

〔邸 ）

公営住 宅等 　 7

（篁oo ）

　 o

（ω

　 o

（0）

　 7

（100）

〔注） 1．検討委 員会資料 （富士 総合研究所 作成） を基に 笨者が推計

　 2．上 段 は ．滅失 率に よ り住 居移奉 した世帯数総 計に 対す るそ れ ぞれの

　 　 移 転世 帯数 の 比率。
　 3．下段 の （ ） 内は ，移転前の 各 住居 の 世帯割 合を rOD％ と した 場合 の

　 　 移 転後 の 各住居 の 世帯割合の 百 分比 。
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投入量 の 違 い で あ ろ う。 震災復興 に は約 10 兆 円

の 公費が投入 さ れ た が，ほ と ん ど は道路や 港湾 な

ど の 公共事業 に 配分 され て い る。
こ の 中 に は住宅

関連経費 も含 まれ る が ， 災害公営住宅 な ど低所得

層向け の 住宅 の 建設費が多 く，住宅金融公庫 の 災

害復興住宅資金貸付な ど持家再建支 援 と して 行わ

れ た 低利融資 の た め の 費用 は，全体か らみ れ ば微々

たる もの で しか なか っ た 。 しか も，融資 と い う方

法 は ， 被災 して 経済力が 低下 した 人や既 に 債 務を

抱え た 人 も多 く，限界が露呈 した 15）。

　 こ の よ うな現実は誰 の 目に も明 らか で あ っ た が，

「個人補償 は しな い 」 と い う鉄則 に依拠 し た 政 府

に は，住宅所有者に は融資以上の 対策 は講 じよ う

が なか っ た 。 被災者の 住宅再建支 援 の あ り方 に 関

す る検討委員会が まず直面 した課題 は，住宅 は 個

人 資産，だ か ら公的 に 保障 しな い と い う伝統的 ロ

ジ ッ ク を前 に して，住 宅再建支援 の 公 共性 を ど う

理 解す る か と い う こ と で あ っ た。

　 3．2　住宅再 建支援 の 公共性

　 「住宅 は単体 と して は個人資産 で あ る が 阪神 ・

淡 路大震災 の よ う に大量な住宅が 広域 に わ た っ て

倒壊 した場合に は，地域社会の 復 興 と深 く結び っ

い て い る た め，地域 に と っ て は あ る種 の 公共性 を

有 して い る もの と考 え られ る 。 」

　 「地域社会の 中核を形成する住宅所有者に つ い

て は ， 住民の生活の 安定 と地域 コ ミ ＝ ニ テ ィ の 維

持，さ ら に地域社会の 復興 に 資す る と い う観点か

らそ の 住宅再建 に 向けた努力が報わ れ る 支援 を行

う こ とが必要で あ る 。」

　 こ れ は ， 委員会報告 の 実質的 冒頭 とな る 「被災

者の 住宅再建を検討す る 意義」か らの 引用 で ある。

そ れ を当然 とす る立場の 人か らすれば何 の 変哲 の

な い 文章で あ る が ， 委員会で こ こ に 落 ち着 くま で

に は 「個 人補償は し な い 」と い う我が政府 の 立場

との 整合性を どう図 るか相 当紆余曲折が あ っ た 。

　 しか し，よ く考え て見れば ， 個人住宅 で あ っ て

も便益 が所有者だ け に限 られ る こ と な く，外部 に

及 ぶ場合が あ る 。 こ の よ うな 場合 に は ，伝統理 論

に 従 っ て も公的芝援 を行 う根拠とな る 。 委員会は，

そ れ を地域社会 の 復興 に見出 した の で ある 。
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　特 に，委員会報告が，住宅所有者を 「地 域社 会

の 中核を形成する 」存在と 認 識 した うえ で ， そ の

支援 に公共性を認 め た こ と は 大 きな思想転換 を促

した もの と い え る
15）

。 た とえ 住宅が 個人の 資産 で

あ り，住宅資産 を有す る者は 相対 的 に 豊 か な層 に

属す る と して も，そ の 再 建が 「住民 の 生活 の 安定

と地域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 維持 ， さ ら に 地域社会 の 復

興 に 資 す る」場合 に は，住宅再建 を支援す る こ と

に 公共性がある の で ある 。 む しろ，地 域 の 中 核 を

形成 し て い た 住宅所有者 こ そ が ， 地域社会 の 復興

に 最 も貢献す るとも考え られ る 。

　 ま た，「住宅再建に 向け た努力が 報 わ れ る支 援 」

と い う視点 も重要で ある 。 生活再 建支援 プ ロ グ ラ

ム は ， 弱者救済で は な い
。 我 が 国で は，持家層 も

富裕層 で は な く，普通 の 暮 ら しを し て き た市民 が

こ つ こ っ と努力 して よ うや く持家を手 に 入れ て い

る 。
こ うした普通 の 市民の 自助努力 が 報わ れ るよ

う に支援する こ とが重要な の で あ る 。

　も っ とも，委員 会報告 は ， 住宅 再建 に 公共性を

認 め て も直ち に は 公的支援に結 びっ か な い と い う

論理構成 に な っ て い る 。 そ れ は ，公 的支 援 を税 金

の 支出 ＝ 公助と 同義 に 捉え て い る か らで あ る 。 こ

の 概念枠組 の 下で 地震共済が登場す る 17）
。

　 3．3　地震共済

　委員会報告は 「恒久的な 住 宅 の 確保 の 段階」 の

支援策の中で，地震共 済に っ い て 次 の よ う に 述 べ

て い る。 （  共助 の 精神に 基 づ く住宅再建支援策）

　 「大規模災害に よ っ て ，住 宅 と い う生 活基 盤 を

突然奪わ れ た被災者が 自力 と小額 の 義援 金で 立 ち

直る こ と は極め て 困難 で あ る 。 む し ろ大 規模災害

は，個人 の 能力を超 え ， 自助努力だ け で は到 底 対

処で きな い リ ス ク で あ り，そ れ は ，災害 が 頻発す

る我が国で は 住宅所有者共通 の リ ス ク で もあ る 。

　しか し，．住宅は基本的に は 個人財 産で あ り，公

齟

的支援 に は
一

定 の 限界が あ る た め，国民 が お 互 い

に助け合 う共助の 精神に 基づ く全住 宅所 有 者 の 加

入 を義務付け る新た な 住 宅再建支援制度 の 提案が

あ っ た 。 こ の 提案は，大 規模災害が 国民共通 の リ

ス ク で あ る との 考 え方及 び住宅再建 は被災 地 域 全

体の 早期復興に 資す る と い う公共性 が あ り ， 国民
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的 な連帯意識 の 下 ， 「共助」の 精神 に 基 づ く相 互 支

援制度を 創設 し，国が こ れ を支援す る方策 が 現実

的で あ るとす る考え方で あ る。 」

　 こ こ だ け読 めば，だか らや ろ う とな り そ うで あ

る が ，結論は そ うで は な か っ た 。 「こ の よ うな提案

に つ い て は ， 加入 を強制す る こ と に 国民 の 理 解 を

得 られ るか ， （十分 な積立 が な され な い うち に 起

こ るか もし れ な い …筆者挿入 …）大規模 災害 の

場合 の 対応を ど の よ う に 行 うの か ，徴収事 務等 を

誰 が負担す るか な どの 課題 が あ る との 指摘 が あ る

と こ ろで あるが ， 今後 こ の 提案に つ い て 検 討す る

必要が あ る 。 」

　現 実主義者の 醒 め た 目か らみれ ば ，先送 り は何

もな い に等 しい か も しれ な い
。 しか し， 委員会 は ，

共助の 精神に 基 づ く相互支援制度を原理 と して 否

定 した の で は な く，制度を具体化す る た め に 解決

す べ き課題 を 示 した の で あ る 。 地震共済 と い う制

度が，そ もそ も公共政策 と して 考 え られ るか 否 か

と い う入 り囗 か ら争われ て い た こ とか らすれ ば ，

大 きな前進 と言 うべ きで あ る 。

　 そ して ，こ の 報告で 用 い られ た 「共助」 こ そ，

公私 （自助 と 公助）の 不 毛な 2 項対立図 式 を解 く

鍵 を提 供 す る概念 な の で あ る 。 そ も そ も，自然 災

害 に は ，（不法行為に対する賠償 の よ うに ）特定 の

主体 に 責任を負 わ せ れ ば済む もの で は な く，ま ず

は個 々 人が 自力 で 自衛 し，次 い で 被 災者 同士 が互

に 助 け合 っ て 困難 に 対処 す る，そ して ，救 助 隊や

救援物資 の 到着を待 っ よ う に，自助，共 助，公 助

と い う順で対処す る しか な い
。 こ れ は，時間的継

起 で あ る だ け で な く，原理的な 順序 で もあ る 。

　 実 際，阪神 ・淡路 大震災 で は，住 民 の 相 互 扶 助

の 精神 が遺憾 な く発揮さ れ た 。 住民が バ ケ ッ リ レ ー

で街を延焼か ら守 っ た 真野地区の話 は有名で あ る

が，ほ か に も瓦礫 の 中か ら近隣住民 を救 出す る な

ど数え切れ な い 事例 が報告 され て い る。助 け 合 い

の 輪 は 全 国 に も広 が り ， 被災直後か ら救 援物 資 ，

義援金 が続 々 と寄せ ら れ，多 くの 人 々 が ボ ラ ン テ ィ

ア に駆 け つ け た 。

　 い わ ゆ る地震共済 は，社会 に 存 在 して い る 自然

な相互扶助を生活 再建 プ ロ セ ス ま で 拡大 して 制度

化 しよ うとす る もの で あ る 。 しか しま た ， 公 的施

宇野 ：生 活再建支援の 政 策論

策 と して 行われ て い る支援措置 も，そ の 本質 は 諸

個人が 身の安全と生活を守る た め に国や 地方 目治

体 に付託 して 行 う共 同の 自己防衛 で あ り，そ の 意

味で ， 公助 と は
一

層拡大 さ れた共助 な の で あ る 。

　意見調整の 結果 と して ま とめ ら れ た検討会報告

に は，こ の 点 に お い て 違和感が 残る
。 地震共済 は，

公助 （公 的支援 ＝税金 の 支 出） で は で き な い か ら

共助の仕組み を採用する の で は な く， 共助 の 仕組

が ふ さ わ し い か ら な の で あ る
18）

。

　検討会報 告 に あ るとお り，災害が 頻 発 す る我 が

国で は住宅 の 倒壊 は十分予見で き る住宅所有者共

通の リス ク で あ る 。 予見 で き る危 険に 対 して ，社

会 の 構成員が 共同 して 資金を予 め プ ー
ル し，備 え

て お く こ と は極め て 合理 的で あ る 。 ま た
， 支給 さ

れ る 共済金 は拠出に対す る 反 対給付 で あ る の で ，

住宅を所有す る と い う意味で 豊か な人 々 を対象 と

して も，公共政策上 の 問題は 生 じ な い 。 む し ろ住

民 自身 の 自立意 欲 を引 き出 す こ とが可 能 と な り，

自助を基本 とする我が国 の 社会原理 と も親和的で

あ る 。 さ ら に ，助け 合 い の 範囲内 で あれ ば，（地 震

保 険で 行 う）純然 た る リス ク分散 を超 え て
一定 の

所得移 転 を行 う こ とす ら許 容され るで あろ う。

　 結論先送 りの 理 由 とされ た 「課題」に つ い て も，

強制加入を除 い て は そ れ ほ ど大 きな障害 と は 考え

ら れ な い 。 議論 の 経過か ら して ，「大規模災害 の 場

合 の 対応」とは，十分 な積立金 が 醸成 され な い う

ち に 大規模 災害 が起 こ る と，結局 は 税金 で 対 応 す

る しか な くな る の で は な い か と い う懸念 を意 味 し

て い る が ，負担 と給付が 均衡する 共済制度 で あれ

ば こ そ，そ うな っ た場合 に は積立金 の 範囲 内 で 支

払 う こ と に 決 め て お けば よ い だ け の こ と で あ る 。

（別途，再保険制度を設 け る こ と は あ り得 る 。 ） ま

た，徴収事務 は固定資産税に付加 して行え ば足 り，

些細な こ とで しかな い 。

　唯
一

残 され たの は 強制加入 で あ るが ，強制加入

は ， こ れを採用 しなければ上記 の 内容を 実現 す る

こ と が で き な い 制度の要あ る 。 そ の 採否 こ そ ，国

民の 選択を 問 うべ き問題 で あ る 。

　 「共助」の 精 神 に 基 づ く相 互支 援制度 と は，対

象 や リ ス ク こ そ 違え，医療 保険 や 公的年 金 な どの

社会保険制度 とな ん ら変わ り は な い 。 老 後の 所得
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保障 と い う現 金 に は 社会的 な助 け合 い が 制度化 さ

れ て い る の で あ る。資産 に つ い て も同様の 仕組 み

があ っ て も何 ら驚 くに足 らな い 。

　我が 国の 社会保障は，低所得者 の 最 低 生活 を保

障す る段階か ら，全国民 の 生活 の 安全 保障を行 う

段階 に 移行 して い る 。 そ れ は ， 自助 ， 共助，公 助

か ら成 る重層的 シ ス テ ム に よ っ て 初め て 達成 され

る もの で ある 。 住宅再建が ，被災者 の 生活再 建 の

中心 を成す こ と か らす れ ば
， 共助 シ ス テ ム を採用

す る こ とを国民 は支持す る の で は な い か 。

　 3．4　災害に 強 い 住宅 ・ 街づ くりに 対す る補 助

　　　 制度

　 公的支援を税金 の 支出 に 限定 した と して も，事

後的な補償 で な ければ，個人住宅 に 直接公費を支

給 す る制度は す で に 存在 し て い る 。 平成 7 年 12

月に施行され た 「建築物の 耐震改修 の 促進 に 関 す

る法律」 の下で，マ ン シ ョ ン の 耐 震改修 の
一

部が

補助 さ れ て お り，14 年度か らは 密集住宅地の木造

住宅 に も補助が行われ る こ と に な っ た 。 ま た ，密

集住宅地 の 老朽住宅を除去 ・集約化 して 建 設 す る

コ ミ ュ
ニ テ ィ 住宅 に も用地費や共同施設 整備 に 補

助金が 交付 され る。

　 こ れ らの 施策 は
，

い ず れ も住宅 の 防災力 を高 め

る こ とを通 じて 地 域全体の 防災化 を推進 し よ う と

す る もの で あ る が，平時か らの 備 え と い う位置 づ

けの ため，既存の 住宅の 改修，改築，建 替え しか

対象に な らな い 。 委員 会報告で も 「平時に お ける

対 応」と され ， 現行制度 の 確認以上 の こ とは行 わ

れ な か っ た 。

　 しか し，災害に よ っ て 倒壊 した住 宅 の 再建 が対

象外で は，財産 の あ る人は助け る の に，財産を失 っ

た人は助 けな い こ と に な り，著 し くバ ラ ン ス を欠

く。 また
， 被災者 こ そ 防災意識が 高 い の で ，被 災

者 を支援す る方が地域の 防災力を速 や か に 向上 さ

せ る こ と が で き る 。 大議論 とな っ た住 宅 再建支援

の 公共性 に つ い て も伝統 理論 の 枠内 に あ る 。

　 こ うした観点か ら，被災者の住宅再建 と災害 に

強 い 住宅 ・街づ くりを 結びつ け た 補 助 制 度 （狭 義

の 公的支援）を構想する こ と が で き る の で は なか

ろ うか 。
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　す な わ ち，住宅 の 耐震性 ・防火性の 強化 ， 防災

空間 の 確保，貯水槽 の 整 備 な ど を行 う た め に は，

追加的費用や土地 の提供 と い う コ ス トが か か る 。

こ の 部分に 着目して 補助 を行 うの で あ る。 そ の 際

に は単体 と して の 住宅が
一

定水準 以上 の 建 築基 準

を ク リア
ー

す るとと もに ，
セ ッ トバ

ッ ク 等 に よ る

公共空間 の 捻 出を求め る 。 小 ブ ロ ッ ク 単 位 で 再 建

計画を策定する必要 もあ ろ う。

　地方 自治体は，こ れ らの い わば小単位で の 再開

発が，都市計画全 体 と整合性 を保 っ こ と が で き る

よ うマ ス タ ープ ラ ン を作成する と と もに ，再建計

画 を円滑 に策定 で き る よ う コ ー
デ ィ ネ ー

タ
ー

の 派

遣 も行 う。 ま た，住民合意 に 強 制力 を持 た せ るた

め に，合意手続を法定 す る こ と も検討さ れ て良 い 。

　 こ れ に 対 して は，現 行の 建築基準 は耐震性を す

で に強化 して お り， 新築の 住宅が そ れ を遵 守す る

の 当然 の 義務 で あ る の で ，補助 を す る の は お か し

い と い う批判が あ ろ う
19）。しか し，こ の 制度 は，

単体で な く小 ブ ロ
ッ ク を対象 と して い る こ と，ま

た ，建築基 準を
一

層強化す る余地 もあ る こ と か ら，

こ れ は 当た らな い 。 被災者 の 住宅再 建 支援 と い う

目的 も あ る の で あ る か ら，通常 の 低利融資を さ ら

に低利に する の と同様 に ，平時 よ りも補助 の 対象

を広げる方向で 考え る べ きで ある 。

　 3．5　家賃補助制度

　地震共済 に 次 い で ，委員会で ホ ッ ト な議論 が 行

われ た の は，民 間賃貸住宅入居者 に 対す る家賃補

助制度の 導入の可否で ある 。

　大震災当時，神戸市内 に は 10 万戸 の 民間賃貸

住宅が あ っ た と言われ て お り，こ れ を う ま く活用

す る こ と が で きた な ら， かな りの 人 々 が 仮設住 宅

へ の 入居 を待機 させ られ る こ とな く，居住性 の 高

い 避難生活を で きた の で は な い か，あ る い は，仮

設住宅 と そ れ に 引 き続 く災害公 営住宅 の 建設戸数

も少な くて 済み，費 用 の 効率化に も資 する と指摘

され て い る 。 また ， 同 じ く被災 し て も，公 的住 宅

に 入居 で きた人 は比較的良好な居住環 境を低 家賃

で 利用で きる の に，民間 の 賃貸住 宅入 居者 は 重 い

家賃負担を 強 い られ
， 支援措置が 不公平 と い う声

も強 い 。 家賃補助 制度は，こ う した 問題 を一気 に
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解決す る方法 と して 提案 され て い る 。

　委員会で は事務局 も含めて ，家賃補助制度 の 合

理性を否定す る者は い な か っ た が ，問 題 は，こ の

制度 が ，仮住 ま い 対策 な の か ，恒久的 な住宅 の 確

保対策な の か，あ るい は広 く被災者 の 生活再建支

援な の か ， 何を 目的と し た もの と理 解す るか で あ っ

た 。 こ の こ とは，災害救 助法，被災者生活再建 支

援法 ，公営住 宅法 をそれ ぞれ分 か れ て 所管す る事

務局 に と っ て も重要な こ とで あ っ た 。

　我 々 の ス タ ン ス は，既存 の 住宅資源 の 有効活 用

の観点か ら民間賃貸住宅を仮 設住宅 と して 活用す

る こ と は推進 す る と して も，民 間賃貸住 宅 自体 は

れ っ き と した住宅 で あ り （本格的住宅 に 一度入居

すれ ば，住居を移動す る必然性 は な い ），支援が 必

要 とな る期間 の 長 さか ら言 っ て も，恒 久 的 な住 宅

の 確保対策 と捉え る こ とが本筋で あ る と い うもの

で あ っ た。実際問題 ， 災害公営 住宅 入居者 の ほ と

ん ど は，す で に 低額に抑え られ て い る 通 常家賃す

ら負担する こ とが で きず，当初 5年 と され た特例

的な家賃軽減措置 をさ らに 5 年延 長せ ざ る を得 な

い ほ どの 状況 で あ る 。 こ の 期間を 応 急救助 で 受 け

止 め る こ と は困難 と言わ ざ る を得 な い 20）
。

　 反対に ，被災者が 借家を恒久的な 住 宅を確 保 す

る うえ で の 選択肢 の ア つ と捉 え る こ と は 極 め て 自

然 で あ り，それ ゆえ こ の 検討委 員会 で 取 り 上 げ ら

れ た はずあ る 。 しか し， 家賃補助制度が か つ て の

持家層 に も 「多様な選択肢」 の
一

っ に な る た め に

は，低所得者対策か ら
一歩踏 み出 して ，被 災 者

一

般が 利用 で きる制度 で な ければな らな い
。 こ こ で

再び，中間階層 の 住宅再建 を支援す る こ と の 公共

性 問題 に 逢 着す る こ と に な る 。

　 残 さ れ た途は ，被災者 の 生活再 建 支 援 の 観 点 で

あ る 。 委員会報告は 「住宅 を失 っ た被災者 の 立 ち

上が りを支援す る こ とを 目的と して ， 被災後 の 一

定期間，家賃負担を軽 減す る こ と に つ い て 検討 す

る必要が あ る。 」と しか述 べ て い な い が ，こ の 考 え

方 は ， 「自然 災害に よ り そ の 生 活 基 盤 に 著 し い 被

害を受 けた者で あ っ て経済的理 由等 に よ っ て 自立

して生活を再建す る こ とが 困難 な もの に 対 し ，
…

（中略）… そ の 自立 した 生活 の 開始を 支援す る 」 と

い う被災者生活再建支援法 と共通 の もの で ある 。
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　　　　　　　　　　 注

1） 地震発生直後 の 混乱 に 直面 して ，被災者 の み な ら

　　ず多 くの 国民 が 行政 の 無力を痛感 した に 違 い な い
。

　　当時，そ れ は ，政府 の 初動対応 の 拙 さ に 対す る 厳

　　 しい 批判 と して 表面化 した が ，本質的 に は，大災

　　害 ゆ え の 人智 を越 え た こ と が らで あ っ た と 言 っ て

　　 よ い の で は な か ろ うか 。 実際，関係者 の 不眠不休

　　の 救援活動 と被災者 の 冷静沈着 な 行動 に よ っ て ，

　　あ れ だ け の 大災害 に もか か わ らず，比較的早期 に

　　生活 の 安定が 回復で き た こ と は，我 が 国 の 社会 の

　　成熟 を示す も の と評価 で き よ う。

　　　 しか し，そ れ は あ く ま で 初 期段階 に 関 す る こ と

　　で あ っ て ，そ の 後 の 復 興 課 程 で は関係 当 事者 の 個

　　人的努力 だ け で は ど う に も な らな い 問題 が 明 らか

　　に な っ て き た
。 そ の 典型 は ， 被災者 の 住宅再建 の

　　遅れで あ る 。 これ は ， 公 共事業中心 の 復興支援 プ

　　 ラ グラ ム しか な い と い う制度の 不備 に起因 す る と

　　 こ ろ が 大 きい が，未だに 解決 を 見 て い な い
。 永年

　　親 しん で きた古 い 制度を捨 て ，新 しい 制度 を 採 用

　　す る こ と は 容易 な こ と で は な く，強力な 政治的 リー

　　 ダーシ ッ プ を必要 と す る が，我 が 国 の 政 治 ・行政

　　 シ ス テ ム が そ れ だ け の 問 題 解決能力を 有 し て い る

　　か ど うか が 厳 し く問 わ れ る こ とに な ろ う 。

　　　阪 神 ・淡 路 と い う大 災害 を体験 して ，国民 は 政

　　府の 効用 と限界 を知 り，政府 に 過度 の 期待 をす る

　　 こ と を戒 め る よ う に な っ た と考 え られ る が ，し か

　　 し，そ れ は，無関 心 や 失望 と紙
一重 で あ る こ と を

　　忘 れ て は な らな い。

2） 個人的 な こ と で ある が ，筆者 の 両親 は 福井 市 内 の

　　生 ま れ で ，震災 の 恐 ろ し さ は 子供 の 頃 か ら常 々 聞

　　 か さ れ て い た 。 福井地震 で の 死者数 は 阪神 ・淡路

　　大 震災 が 起 こ る ま で 最悪 で あ っ た 。

3） 「大規模災害救助研究 会」 は 2001 年 4 月 に 報告

　　書 を 取 り ま とめ た 。 な お，こ の 時，筆者 は す で に

　　担当 ポ ス トを 外 れ て い た が，実 質的議論 は 在任期

　　間中 に 相当進 ん で お り ， 認 識 の 違 い は 全 くな い 。

4）　 こ の 委員会 は，阪 神 ・淡 路 を 契 機 と した 立 法 の 一

　　っ で あ る 「被災者生活再建支援法」 の 規定 に 基 づ

　　き，1999 年 1 月 に 設置 さ れ 2000 年 12 月に報告

　　書 を ま とめ た 。

5） 本稿 で は，応急救助 か ら復1日・復興，特 に 住宅再

　　建を，生活再建 に 向け た一一
連 の 過 程 と して 捉 え，

　　そ う した共通 の 目的の 下 に 個 々 の 支援 プ ロ グ ラ ム

　　を組み 立 て い く こ とを 志向 して い る。こ う し た 視

　　 点 は 「大 規 模 災 害 救 助 研 究 会 」で の 検討 か ら得 ら

　 　 れ た もの で あ る。

　　　な お，人命救助や災害医療な ど も広義 の 応急救
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　　助 の 範疇 に 入 る が，生活再建支援 と い う観点 か ら

　　 は 関連 が 薄 い の で ，検討 の 対象外 と した 。

　　　災害医療対策 に つ い て は，「災害医療体制 の あ

　　 り方 に 関す る検討会」 が 設 け ら れ，2001 年 6 月

　　 に 報告が まと め ら れ た 。 健康 政策局 （現医政局）

　　指導課 の 担当。

6）　も ち ろ ん，被災者生 活再建支援法や 激 甚 災害法 の

　　よ うに，そ れ ぞ れ の 観点 か ら別 途の 基 準 を 設 け て

　　い る制度 もあ る。 こ れ らの 制 度 は 目 的 が 違 うだ け

　　で な く，事後認 定 の 仕 組 み で あ る点 で も事 情 を 異

　 　 に して い る。

7） 地方分権法施行以 前 は，物的被害 は さ ほ ど な い も

　　の の，人的被害 の 危険 が あ る場合 な ど に は，厚生

　　大 臣 と協議 して 適 用 す る こ と と さ れ て い た が ，

　　2000 年 4 月以降 は省令 に適用 基準を明示 の う え

　　廃止 さ れ た 。 な お，現在 で も，厚生労働大 臣 は，

　　都道府県知事 が行 う救助 に っ き，他 の 都道 府県知

　　事 に 応援 を 命ず る こ と が で き る な ど，一
部 例外 的

　　 に 国 に 残 さ れ た 権限 が あ る 。

8）　 た だ し，大 規模災害救助研究会 で は ，阪神 ・淡路

　　 よ り も さ らに 大 き な被害 を想定 す る た め，南関東

　　直下 型 地震 を直接 の 前提 と して い 召 。 災害救助研

　　究会の 報告書 に は規模想定 に つ い て 直接 の 言及 は

　 　 な い。

9） 兵庫県避難所管理 ・運 営等調査委員会 「避難所 の

　　管 理 ・運営等 に関 す る 調 査報告 書」。 こ の 調査 の

　　他 の 部分 も大変参考 に な っ た 。

10）同上

ll）避難所へ の 避難 は，震 災 か ら 正 週 間 後 の 1 月 23

　　 日 に 32 万人 の ピ ークを 記 録 し た 後 減 少 に 転 じ た

　　が，設置期間は 最長 で 7 ケ 月 に 及 ん だ
。 そ の 経 過

’

　　を 見 る と，最初 は， 1 ケ 月 を 経 て も 20 万人 を 超

　　え る人 々 が 避難 して お り、そ の 後，急速 に 減少 し

　　て 2 ケ 月後 に は 8 万人を割 る まで に な っ た もの の，

　　再 び 漸減傾向 とな り，3 ケ 月後 で 5 万人， 6 ケ 月

　　後 で も 1万 7千人 が避難 を 続けて い た 。

12）最 近 で は，避難所 の 食料提供方法 と して 弁 当配布

　　が す っ か り主 流 に な っ て しま っ た が，主 に 運営上

　　の 便宜 に よ る もの で あ っ て ，そ れ が 唯
一

の 方 法 で

　　は な い。被災 直後 の 混 乱 期 を 除 け ば ，食材 を 提供

　　し被災者 自 身で 調 理 す る こ と を 可 能 と す る 方 が，

　　食事 の 内容 を 豊富 に し，ま た ， 被災者 の 自立 を 促

　　進す る 意味 で も望 ま しい
。

　　　 こ れ に 関連 して，神戸市 か ら は ， 現 物配 布 に 代

　　え て バ ウ チ ャ
ー
方式 を採 用 で き な い か と い う 要 望

　　が な さ れ た 。 確 か に ，バ ウ チ ャ
ーを用 い れ ば，個

　　人 の 嗜好 に 応 じた選択を可能 に し，ま た，被 災地
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　　 と そ の 周辺 の 地 域経済 の 復旧に 資す る な どの メ リッ

　　 トが期待され る が ，
モ ラ ル ・バ ザ ー

ドや ，か え っ

　　て 自立を阻 害す る可能性が懸念 さ れ る な ど 課題 も

　　多 い。しか し，避難所 を防災拠点化 す る に は避 け

　　 て 通れ な い 問題 で あ る 。

13）既 に 見 た よ う に，災害救助法の 運 用 権 限 は，都道

　　府県知事 に 下 ろ され て お り，そ れ は，機 関委任事

　　務 の 時代 に も変 わ りが な か っ た。

14）提案 だ け で な ぐ，兵庫 県 で は復 興 基金 を 通 じ て 実

　　際 に 家賃補助を行 っ て い る。

15）委員会報告 は，「支援 の 程度 に っ い て の バ ラ ン ス

　　 の 確保」を配慮事項 と して 挙げて い る。「支援 の 基

　　本 は ，支援 が 必要 な 者 に 対 して 合理 的 な 範 囲 で 行

　　 うと い うもの で あり，例 え ば，自力 で 持家 の 再建

　　 が可能 な者 に 対 して は，そ れ が よ り迅速 に 実現 で

　　 き る よ う な 支援 を，公的 な 借家 や 民間賃貸住宅 を

　　必要とす る 者に 対 して は，被災 に 伴 う 支援 を講 ず

　　 る 期 間 と 自助 努 力 に 期待 す る 範 囲 を 明 確 に し た 上

　　 で の 支 援 を，そ れ ぞ れ バ ラ ン ス の 取 れ た 形 で 実施

　　す べ き者と考え る 。」

16）行政改革の 一
環 と して ， 住宅金融公庫 の 廃止 が 決

　　ま っ た が，これ に よ っ て 中間所得階層 の 住 宅 取得

　　に対す る支援が 薄 くな る と す る な らば ， 社 会 に 深

　　刻 な影響を及 ぼ す こ と に な る で あ ろ う 。 委 員会報

　　告 の こ の 部分 は，住宅政策
一

般 に 共 通 す る視点 と

　　 して ，特 に 重要 で あ る。

17） 2 番目の 引用 部分 は 以 下 の よ う に 続 い て 段 落 を 閉

　　 じ られ て い る 。 「被災者 の 自力再建 （自助）に は 限

　　界 が あ り，さ ら に，公的支援 に も
一

定 の 制 限 が あ

　　 る こ と を 考慮す る と，共助 の 理 念 に 基 づ く相 互 支

　　援策 を拡充す る こ と に っ い て 検討する必要が あ る。」

18）あ る委員 は，強制加入 で あれ ば 公助 で あ り共助 と

　　 は言 え な い ， した が っ て 地震共済 は 行 うべ きで な

　　 い と い う意見を 表明 し た 。 筆者 は，矢 印 の 方 向 は

　　違 うが，公 助と共助と もに 公共性 を 担 うもの と捉

　　え て い る 点 で は 共通 して い る 。

19）現行 の 事前措置 に 対 す る 補助制度は，81 年 の 建

　　築基準強化以 前 に 建 て られ た もの しか 対象 に な ら

　　 な い 。

20）大規模災害救助研究会 を 発足 さ せ た 時点 で は ， 恒

　　久的 な住宅 の 確保対策 と して 本格的 な 家賃補助制

　　度 が 確立す る の で あれ ば，そ れ まで の っ な ぎ と し

　　 て ，た と え ば 最初の 2 年間 は応急救助 と し て 家賃

　　補助 を 行 うこ と も，一
っ の 可能性 と して あ り得 る

　　 の で は な い か と 考え て い た と こ ろで は あ る 。
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　　討委員会 報 告 書」（平成 9 年）

（社）プ レ ハ ブ建築協会 「災害時 の 応 急仮設住宅 の 生産

　　供 給体制 等 検討調査報 告 書」（平成 9 年）

（投稿受理 ： 平成 13年 6 月 7 日

訂正稿受理 ： 平成 13年 9 月 17 日）
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