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お
わ
り
に

あ
の
大
震
災
か
ら
ま
も
な
く
一
五
年
、
多
く
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
長
い
よ
う
で
短
く
も
感
じ
る
時

の
経
過
の
中
で
、
目
に
見
え
な
い
力
で
生
か
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
日
々
で
す
。

神
戸
市
が
平
成
二
〇
年
度
に
実
施
し
た
「
神
戸
市
民
一
万
人
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
で
、
神
戸
市
の
施
策
や
事

業
の
「
今
後
の
要
望
」
に
つ
い
て
、「
他
の
施
策
よ
り
も
優
先
す
る
」
割
合
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
み
る
と
、

上
位
三
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
①
消
防
・
救
急
・
医
療
の
充
実
、
②
防
災
・
防
犯
対
策
の
強
化
、
③
高

齢
者
支
援
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。
近
年
、
各
地
で
地
震
や
異
常
気
象
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
中
で
、
市
民
の

関
心
の
高
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
は
、
本
年
四
月
か
ら
ポ
ー
ア
イ
四
大
学
連
携
事
業
の
教
養
科
目
で
「
防
災
・
防
犯
入
門
」
の
授
業
を
受
け

持
ち
、
地
元
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
で
は
、
学
生
消
防
団
活
動
を
続
け
て
お
り
、
若
者
へ
の
語
り
継
ぎ
の
大
切
さ

を
感
じ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、
防
災
と
防
犯
に
お
い
て
は
共
通
し
た
取
り
組
み
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ

は
、
自
ら
の
身
は
自
ら
守
る
構
え
の
充
実
で
す
。
防
犯
で
い
え
ば
抵
抗
性
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
が
、
防
災
で

は
自
助
と
し
て
説
明
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
つ
な
が
り
は
防
犯
・
防
災
で
は
き
わ
め
て
大
切
で
、
こ
れ
は
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共
助
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
間
は
、
一
人
で
は
き
わ
め
て
弱
い
存
在
で
す
。
多
く
の
つ
な
が
り
が
命

を
救
い
、窮
地
を
脱
す
る
力
と
な
り
ま
す
。学
生
に
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
具
体
的
に
教
え
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

最
近
、
親
し
い
友
人
と
の
会
話
で
、
あ
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
の
国
内
初
の
発
症
事
例
の
確
認
を
含
め
、

神
戸
か
ら
の
第
一
号
事
例
の
多
い
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
な
ん
と
も
返
答
の
し
よ
う
の
な
い
こ
と
で
す

が
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
苦

難
を
乗
り
こ
え
て
き
た
町
や
人
に
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。pro

と
い
う
言
葉
は
ラ
テ
ン
語
で「
前
へ
」

と
い
う
意
味
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
そ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
多
く
の
苦

難
を
乗
り
こ
え
て
き
た
町
や
人
々
に
「pro	

神
戸
、
一
歩
前
へ
！
」
と
、
引
き
続
き
声
援
を
お
く
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

私
の
所
属
す
る
神
戸
学
院
大
学
「
防
災
・
社
会
貢
献
ユ
ニ
ッ
ト
」
で
は
、
平
成
二
一
年
七
月
に
文
部
科
学
省

の
「
大
学
間
連
携
戦
略
事
業
」
の
助
成
事
業
で
、「
防
災
・
減
災
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
中
心
と
し
た
社
会
貢
献

教
育
の
展
開
」
と
い
う
事
業
名
で
採
択
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
事
業
は
、
代
表
校
が
東
北
福
祉
大
学
で
、
連
携

校
が
工
学
院
大
学
と
神
戸
学
院
大
学
で
、
東
北
・
東
京
・
神
戸
の
三
大
学
の
連
携
事
業
で
す
。
本
年
一
〇
月
か

ら
取
り
組
み
が
始
ま
り
、
本
格
的
な
事
業
展
開
は
平
成
二
二
年
四
月
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
防
災
・
減

災
や
環
境
お
よ
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
す
る
高
度
か
つ
実
践
的
教
育
の
た
め
の
大
学
間
連
携
を
、
三
大
学
で
共

同
し
て
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
授
業
展
開
は
、
ネ
ッ
ト
で
つ
な
げ
る
遠
隔
授
業
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
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た
め
、
授
業
方
式
に
も
か
な
り
の
工
夫
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
神
戸
で
私
自
身
が
学
ん
で
き
た
こ
と
を
土
台

に
、
楽
し
い
授
業
展
開
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
小
冊
子
は
、
震
災
か
ら
一
五
年
の
過
程
で
学
ん
で
き
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
が
、
巨

大
地
震
か
ら
の
復
旧
・
復
興
は
生
き
る
こ
と
す
べ
て
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
の
で
、
私
自
身
の
学
び
だ
け
で
は

と
う
て
い
語
り
継
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
点
で
、
多
く
の
方
々
の
著
作
か
ら
引
用
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
節
を
執
筆
最
中
の
八
月
九
日
に
は
、
台
風
九
号
に
よ
る
豪
雨
に
よ
り
、
兵
庫
県
佐
用
町
で
は
死

者
一
八
人
、
県
内
行
方
不
明
者
三
人
（
八
月
一
五
日
現
在
）
の
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。
ま
た
、
一
一

日
午
前
五
時
七
分
頃
に
、
静
岡
県
伊
豆
市
や
焼
津
市
な
ど
で
震
度
六
弱
の
揺
れ
を
観
測
し
た
、
と
大
き
く
報
道

さ
れ
て
い
ま
す
。
立
て
続
く
災
害
に
胸
が
痛
み
ま
す
が
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
々
に
は
心
よ
り
ご
冥
福
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
冊
子
の
発
刊
に
あ
た
り
昭
和
堂
編
集
部
の
み
な
さ
ん
に
は
細
部
に
わ
た
り
ご
指

摘
い
た
だ
き
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
申
し
あ
げ
、
お
礼
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
出
版
は
神
戸
学
院
大
学
学
際
教
育
機
構
「
防
災
・
社
会
貢
献
ユ
ニ
ッ
ト
」
か
ら
の
出
版
助
成
に

よ
り
実
現
し
ま
し
た
。

金
芳
　
外
城
雄



200

◉
―
―
参
考
文
献
一
覧

石
原
俊
彦
編
著
『
自
治
体
バ
ラ
ン
ス
・
ス
コ
ア
カ
ー
ド
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
四
年

応
急
手
当
指
導
者
標
準
テ
キ
ス
ト
改
訂
委
員
会
『
応
急
手
当
標
準
テ
キ
ス
ト
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
二
〇
〇
五
対
応
』
東

京
法
令
出
版
、
二
〇
〇
八
年
五
月

金
芳
外
城
雄
『
復
興
一
〇
年
神
戸
の
闘
い
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月

金
芳
外
城
雄
『
ロ
ー
マ
に
学
ぶ
防
災
先
進
都
市
の
条
件
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
七
年
九
月

河
田
惠
昭
『
こ
れ
か
ら
の
防
災
・
減
災
が
わ
か
る
本
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
八
月

神
戸
都
市
問
題
研
究
所
『
季
刊
都
市
政
策　

第
一
二
七
号
』
二
〇
〇
七
年
四
月

越
沢　

明
『
復
興
計
画
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
五
年
八
月

近
谷
衛
一
編
纂
『
私
の
神
戸
学
（
神
戸
の
歴
史
四
方
山
話
）』
二
〇
〇
八
年
八
月

近
藤
滋
・
真
野
洋
介
・
饗
庭
伸
編
著
『
復
興
ま
ち
づ
く
り
の
時
代
』
建
築
資
料
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
九
月

斎
藤
一
人
『
こ
の
不
況
で
損
す
る
人　

こ
の
不
況
で
得
す
る
人
』
Ｋ
Ｋ
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
ズ
、
二
〇
〇
九
年
一
月

佐
々
淳
行
『
新
・
危
機
管
理
の
ノ
ウ
ハ
ウ
』
文
藝
春
秋
、
一
九
九
一
年
九
月

塩
野
七
生
著
『
ロ
ー
マ
人
の
物
語
Ⅶ
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月

『
新
修
神
戸
市
史　

歴
史
編
Ⅳ　

近
代
・
現
代
』
神
戸
市
、
一
九
六
二
年
六
月

関　

榮
次
『
チ
ャ
ー
チ
ル
が
愛
し
た
日
本
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
三
月

曽
野
綾
子
『
言
い
残
さ
れ
た
言
葉
』
光
文
社
、
二
〇
〇
八
年
二
月



参考文献一覧

201

高
寄
昇
三
『
阪
神
大
震
災
と
自
治
体
の
対
応
』
学
陽
書
房
、
一
九
九
六
年
二
月

竹
花　

豊
監
修
『
地
域
の
防
犯
―
―
犯
罪
に
強
い
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
』
北
大
路
書
房
、
二
〇
〇
七
年
三
月

Ｐ
・
Ｆ
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
『
ネ
ク
ス
ト
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
』
上
田
惇
生
訳
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
二
年
五
月

Ｐ
・
Ｆ
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
『
非
営
利
組
織
の
経
営
』
上
田
惇
生
・
田
代
正
美
訳
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
一
年
七
月

中
西
輝
政
『
本
質
を
見
抜
く
「
考
え
方
」』
サ
ン
マ
ー
ク
出
版
、
二
〇
〇
八
年
一
月

日
経
Ｃ
Ｓ
Ｒ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
『
Ｃ
Ｓ
Ｒ
「
働
き
が
い
」
を
束
ね
る
経
営
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
八
月

林　

晴
男
『
率
先
市
民
主
義
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
一
年
四
月

平
岩
外
四
・
林
繁
之
『
安
岡
正
篤　

人
生
の
法
則
』
致
知
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
四
月

広
瀬
弘
忠
『
人
は
な
ぜ
逃
げ
お
く
れ
る
の
か
』
集
英
社
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ス
ト
リ
ー
／
ブ
レ
ン
ダ
・
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
／
マ
イ
ケ
ル
・
ク
イ
ン
・
パ
ッ
ト
ン
／
エ
リ
ッ
ク
・

ヤ
ン
グ
『
誰
が
世
界
を
変
え
る
の
か
―
―
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
』
東
出
顕
子
訳
、

英
治
出
版
、
二
〇
〇
八
年
八
月

マ
ー
テ
ィ
ン
・
セ
リ
グ
マ
ン
『
世
界
で
ひ
と
つ
だ
け
の
幸
せ
―
―
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
が
教
え
て
く
れ
る
満
ち
足

り
た
人
生
』
小
林
裕
子
訳
、
ア
ス
ペ
ク
ト
、
二
〇
〇
四
年
七
月

三
井
康
壽
『
防
災
行
政
と
都
市
づ
く
り
』
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
九
月

ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
『
孤
独
な
ボ
ウ
リ
ン
グ
』
柴
内
康
文
訳
、
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
四
月

ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
『
哲
学
す
る
民
主
主
義
』
河
田
潤
一
訳
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
一
年
三
月

ロ
ー
ラ
・
ヒ
レ
ン
ブ
レ
ン
ド
『
シ
ー
ビ
ス
ケ
ッ
ト
―
―
あ
る
ア
メ
リ
カ
競
走
馬
の
伝
説
』
奥
田
祐
士
訳
、
ソ
ニ
ー
・

マ
ガ
ジ
ン
ズ
、
二
〇
〇
三
年
七
月



■著者紹介

金芳　外城雄（かねよし　ときお）
1943 年神戸生れ、1965 年関西学院大学卒業。同年神戸市役所に
入り、教育委員会事務局総務部長、東灘区長、生活再建本部長、
市民局長、行財政局長、収入役、神戸高速鉄道社長、神戸安全ネッ
ト会議顧問。
現在、神戸学院大学	学際教育機構「防災・社会貢献ユニット」教授、
ポーアイ四大学連携推進センター長、京都大学巨大災害研究セン
ター講師、NPO「神戸の絆2005」専務理事、NPO「CS神戸」理事
著書
『神戸の教育は死なず』（共著、小学館、1996 年）
『日経ビジネス人文庫　神戸発――危機を管理する都市へ』
　　（日本経済新聞社、2001 年）
『復興 10 年神戸の闘い』（日本経済新聞社、2004 年）
『神戸発――いのち輝く都市へ』（神戸発取材委員会、2005 年）
『ローマに学ぶ防災先進都市の条件』（晃洋書房、2007 年）
『危機管理百日の鼓動』（NPO「神戸の絆 2005」、2008 年）

神戸発 復興危機管理 60 則
2009 年 10 月 30 日　初版第 1刷発行

ISBN 978-4-8122-0946-2
＊落丁本・乱丁本はお取替え致します。

Printed in Japan

発行者　齊 藤 万 壽 子
著　者　金 芳 外 城 雄

〒606-8224　京都市左京区北白川京大農学部前
発行所　株式会社　昭 和 堂

振替口座　01060-5-9347
TEL （075）706-8818 / FAX （075）706-8878

©金芳外城雄 2009 　　            印刷　亜細亜印刷


	第一章◉生涯復興の歩み
	一、被災者の目線で
	【法則１】ハーバード三則　 想像を超えた危機に際しては、情報の収集と分析、そして現場を思いやるやさしさと、長期戦にそなえて生き続けるタフさが求められる。すべてはそこから始まる。あの日あのときの支えとなったのはハーバード三則である。
	二、具体的に乗りこえる
	【法則２】パリ一般方向　混乱した現場での指示は具体的でなければならない。また、前線での自由な判断に任せ、現場を支えることが重要になる。業務分担表にこだわる形式主義では緊急事態は乗りこえられない。
	三、勇気をもって
	【法則３】後藤田五訓と電通鬼十則　あくまでも被災者の目線で考え、自分の属する部局の判断は二の次とし、悪い情報を優先する。勇気をもって意見具申し、決定が下ったらただちに実行する。仕事は先手必勝で、受け身でやるべきものではない。
	四、危機分散の生き方
	【法則４】狡兎三窟　すばしこく、かしこいウサギは穴を三つ確保している。危機管理の基本の一つは危機分散である。職場、家庭、友人などのつながりがあれば、厳しく困難な事態も乗りこえることができる。
	五、何分で死亡するか
	【法則５】カーラーの救命曲線　呼吸停止では約一〇分放置されると死亡率は五〇％になる。身近にいる人が救援の手をさしのべることが問われている。震災だけでなく日常の災害に備えることがいのちを守る基本である。
	六、迅速に行動する
	【法則６】拙速と巧遅　粗雑だが早い。緻密だが遅い。どちらをとるべきか、課題によって異なる判断が必要だが、緊急事態では迅速性が求められる。その時点での適正な判断に基づいて行動することが問われる。
	七、生き抜く力
	【法則７】愛する人を守れるか　自分の愛するものを持っている人の生存率は高い。愛する町と、愛する人への思いがいのちを守る原動力になる。何としても生き抜く思いがいざのときの力である。
	八、多様な知恵をしぼる
	【法則８】自立支援方式　避難所から仮設住宅へ、そして復興住宅への移行に五年を要したが、そこには何としても通常の生活に戻ってほしいという担当者の昼夜を問わない取り組みがあった。それらは自立を支援する個別の対応が基本である。
	九、圧死八五％の現実
	【法則９】防災ニューディール　自衛隊は重装備の長距離ランナーであり、公がただちに行動することはきわめて困難である。また、圧死八五％の現実を見据え、老朽化したライフラインの更新をすすめ都市の防災性を高めることが問われている。
	一〇、災害弱者への支援
	【法則10】被災率六〇％　災害は高齢者や障害者にとってきわめて深刻な被害をもたらす。日常的なつながりを構築し、具体的な避難計画の準備が必要である。なかでも、避難所での災害弱者への配慮は欠かせない。
	一一、産官学の協働で
	【法則11】神戸インパクト　地域の安全・安心は企業・自治体・大学などの協働作業で考え、構築していくことが重要である。一方で地域住民の相互の連携がいざのときの力になる。それは被災地神戸としての責務である。
	一二、俯瞰的に考える
	【法則12】鳥の目線で あまりにも多忙で、目先の事務処理に追われているときに大切なことは、課題を俯瞰的にとらえることである。そのためにはときに瞑想にふける時間を確保し腰をすえて考えることが重要である。

	第二章◉危機を乗りこえる
	一、体験が人を育てる
	【法則13】七二一の法則　リーダーは何によって育つのか。その要は体験することにある。多様な体験が人を育てる。苦しみや後悔は成長の原動力ともなる。自分の殻にこもることなくつながりの輪を拡げていこう。
	二、人生を豊かにする
	【法則14】ポジティブ心理学　人は弱点を補うだけでは幸せになれない。自分の持つ強みを知り、それを伸ばしていくことが人生を豊かにする方策である。そのためには自身の強みを知り、それを伸ばすための活動を続ける努力が必要である。
	三、生き抜くために
	【法則15】健康三道　血の流れ、水の流れ、気の流れを豊かにすることが漢方の生き方である。なかでも水の流れが重要である。楽しく体を動かすことを忙しくても工夫していくことが必要である。
	四、日常的な活動
	【法則16】防コミ効果　日常的な活動と非日常的な防災を結びつけて、地域の連携した取り組みが基本となる仕組みづくりが重要である。防災福祉コミュニティが全市の小学校区で組織されるのに一二年を要した。
	五、毎日がバレンタイン
	【法則17】防災チョコレート　いざそのときには、日常的な備えが求められる。巨大災害での被災地の孤立は、三日間は続くと考えられる。家庭での備蓄や普段の生活のなかでの習慣として必需品の携帯をあらためて見直したい。それは命をつなぐ方策である。
	六、若者の孤独
	【法則18】コミュニケーション力　人のつながりをささえるのは日常的な会話であり、心をこめた挨拶である。何気ない「ありがとう」の言葉が多くの若者に元気を与えてきた。相手の気持ちに寄り添い思いやることが求められている。
	七、ブチ切れても
	【法則19】やりとげる情熱　日々発生する想定を超えた事態を乗り切るためには、何のための作業なのかをときに反復していくことが問われる。そこから優先順位を考えていくことが重要である。継続は復旧作業の基本である。
	八、指揮官の心得
	【法則20】現場主義　指揮官の最も重要な資質は困難な課題解決にある。そのためには現場の情報収集が欠かせない。職場の一体となったチームワークは、指揮官の実行力と誠実で真摯な態度が作り出すものである。現場主義に徹することが問われている。
	九、破たんからの脱出
	【法則21】行財政改革へ　被災都市の被る財政的窮状は膨大なものとなる。国からの支援と同じ重さで行財政の見直しが必要となる。他力本願では突破できない状況であり、中長期的な見直しが求められる。
	一〇、生活支援の方式
	【法則22】民事不介入　憲法上、個人の私有財産の補填には国は関与しない。この壁の前で被災地から大きな運動が起こり、一二年の歳月を要したが現在の法体系に結びついた。被災者生活再建支援法はその取り組みの成果である。
	一一、ただちに救出せよ
	【法則23】黄金の七二時間　被災現場からの救出者の四日目の生存率は五％に過ぎない。そのため災害発生時から七二時間が「黄金の七二時間」と呼ばれる。ただちに現場に駆けつけ、救命救急対応にあたることが最大の課題である。
	一二、災害心理の克服
	【法則24】傍観者効果　人は地震や火事に巻き込まれても、多くの人々はパニックにならない。正常な生活行動のなかで行動しようとする。また、人数が多くなるほどに救援する行動が遅れがちになる。状況を的確に判断した迅速な行動が求められる。

	第三章◉やさしさ百年
	一、日本人のやさしさは
	【法則25】チャーチルの母　イギリスの宰相ウィンストン・チャーチルは終世、日本に対して好意と深い理解を示し続けた。幼小のころ愛する母から伝えられた美しい日本の映像が忘れ難い記憶として残っていたからである。
	二、安全神話
	【法則26】都市型災害への警告　平成二〇年七月、灘区都賀川で一瞬の豪雨により児童らを含む五人もの死者を出す痛ましい災害が発生した。七〇年前の七月に発生した阪神大水害で改修した河川と同じ場所での災害である。
	三、進化する災害と人間力
	【法則27】強くやさしく　都市への人口の過度の集中、過密化などによる都市機能の劣化や、災害の大型化などに対して、ＩＴ技術の進歩に伴う人間同士の絆の弱まりが懸念される。この経済不況からの脱出には、強さとやさしさを備えた人間力の向上が求められる。
	四、異常気象と災害
	【法則28】地球温暖化現象　地球温暖化による異常気象災害が多発する傾向にある。これには防災の日常化として対応していかねばならない課題である。なかでもインフラの整備、災害警報体制、家庭の備蓄の課題、高齢者や障害者避難誘導など備えが問われる。
	五、復興神戸モデル
	【法則29】協働対応原則　いざそのときに自治体、企業、市民の各セクターで何をなすべきか、俯瞰的に考え実行できる体制づくりが求められている。計画倒れになることなく、実践的な組織づくりと訓練は欠かせないものである。無関心は許されない。
	六、エリザベス一世の戦略
	【法則30】情報力　情報は復旧・復興作業の土台となる。正確で多様な情報を組織が責任をもって収集し政策を立てるには、それらを冷静に判断していくことが求められる。安易に収集した情報をもとに、感情的な判断をすることは避けなければならない。
	七、社会関係資本
	【法則31】つながりの法則　震災からの困難な生活課題は、近隣同士の助け合いやつながりから解決の糸口がほどけていったように思える。人々の日常の生活において最も重要なものは、善意、友情、共感など社会関係資本といわれる人間相互の交流である。
	【法則32】緑化百年計画　神戸の景観として有名な六甲山の緑化は明治以降の植林計画で蘇ったものであり、あの大震災以降は六甲山系グリーンベルト整備事業として二一世紀型の緑の公共事業としての整備がすすんでいる。
	九、人口減少社会への活路
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