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はじめに 

 

双葉町復興推進委員会（以下、「推進委員会」という。）は、昨年６月に決定された「双葉

町復興まちづくり計画」（第一次）（以下、「復興計画」という。）に書かれた施策の推進方策

や町の復興を巡る情勢変化及び町民意識の変化に沿った復興計画の在り方に関して、町長へ

意見を述べるため、町民、学識経験者等 29名の委員により、平成 25年 10月に設置され

た。推進委員会は、本年 3 月までを第 1 期として位置づけ、復興計画に書かれた施策のう

ち、平成２６年度から早急に事業着手すべきものを中心に議論を重ねてきた。 

第 1 期は、避難生活の長期化が見込まれる中で、早急に着手しなければならない、避難

生活の改善と避難先における生活再建の実現に重点を置いて議論を進めた。具体的には、「町

民のきずなの維持・発展」、「双葉町外拠点におけるコミュニティ形成」、「町民一人一人の生

活再建」の 3つの主要テーマに絞って、議論を行った。 

「町民のきずなの維持・発展」に関しては、町民同士の交流を増やしていくためにはどの

ような事業を展開すべきか、また町民同士が連絡しあえる仕組みや、行政からの情報提供を

円滑・充実させるためにはどのように事業を展開すべきか、歴史・伝統・文化を継承するた

めにはどのような事業を実施すべきか、避難先の住民との交流を促進していくためにはどの

ような事業が必要か、そして震災・事故の教訓の記録を残し継承していくためにはどのよう

な事業が必要かなど、多様な視点から議論を行った。 

「双葉町外拠点におけるコミュニティ形成」に関しては、平成 27 年度までに整備が計画

されている復興公営住宅を中心に、入居する町民はもとより入居しない町民も含めて、双葉

町のコミュニティの拠点とするため、そのあり方とともに必要な施設等について議論を行っ

た。 

「町民一人一人の生活再建」に関しては、住まいの確保や、保健・医療・福祉体制の整備、

教育環境のあり方、そして雇用や事業再開の支援方策について議論を行った。 

推進委員会の検討に際しては、復興庁及び福島県とともに実施した住民意向調査（平成

25 年 10 月 10 日～24 日）に寄せられた町民の自由意見、11 月 15 日～12 月 8 日に

かけて、東京都、埼玉県、茨城県及び福島県内の合計９箇所で開催した世代別会議（ワーク

ショップ）に参加した町民の意見並びに町公式ホームページの復興掲示板に寄せられた意見

を整理し、これらの町民の意見を踏まえて、町民が望む事業の在り方を提言することとした。 

本提言書は、第 1 期として、双葉町復興まちづくり計画（第一次）に基づき、当面強化

していくべき取組について、5回にわたって推進委員会で議論してきた成果をとりまとめた

ものである。 

 

なお、津波被災地域の復旧・復興に関しては、津波被災地域復興小委員会を設置したこと

から、本提言書の対象とせず、小委員会の報告書にゆだねることとした。 
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（参考）双葉町復興まちづくり計画(第一次)に基づく事業計画（実施計画）の策定体制 
 

 

双葉町復興推進委員会 

津波被災地域復興小委員会 

○津波被災地域の復旧・復興施策

について検討する 

○地域住民から選出した委員に

学識経験者を加えて構成する 

双葉町復興まちづくり 

計画推進会議 

○委員会の提言を踏まえて、事

業計画（実施計画）を作成す

る 

○副町長を議長とし、庁内課長

等により構成する 

世代別会議 

（ワークショップ） 

○主要な避難地域において、

「きずなの維持・発展」や

「コミュニティのあり方」

について、町民同士が議論

し、提案する 

○参加者が世代別にテーブル

を囲んで議論するワークシ

ョップ形式により行う 

（町役場） （ 町 民 参 画 ） 

推進会議幹事会 
○庁内若手職員を中心に、各課

横断的に、町が実施すべき事

業について議論し、推進会議

に提案する 

インターネット掲示板 
○双葉町公式ホームページ上

において、特定のテーマに

ついて意見の公募を行う 

○復興まちづくり計画に書かれた

施策の推進方策や計画のあり方

に関して検討する 

○町民から選出した委員に学識経

験者を加えて構成する 

 

【第１期のテーマ例】 

・町民のきずなの維持・発展施策 

・「双葉町外拠点」の形成施策 

・生活再建に必要な施策 

【第２期のテーマ例】 

・双葉町の復興の在り方 

・復興まちづくり計画の見直しの考

え方 

第
１
期
と
し
て 

事
業
計
画
（
実
施
計
画
）
に
盛
り
込
む
べ
き
事
業
を
提
案
す
る 

町
民
の
多
様
な
意
見
を
複
数
の
手
段
を
用
い
て
幅
広
く

聴
取
し
て
、
委
員
会
の
提
案
に
反
映
す
る 

 

双葉町住民意向調査 
○双葉町・福島県・復興庁が

共同して実施する意向調査

の結果を委員会にも報告す

る 

事業計画（実施計画）とは？ 

○復興まちづくり計画に書かれ

た施策について、平成２６年度

に着手すべきものを中心に、当

面取り組む具体的な事業を記

載するもの 
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（参考）双葉町復興推進委員会第１期提言書の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．町民のきずなの維持・発展について 

 （１）町民の交流機会の確保について 

   ①自治組織（自治会）及び行政区組織の在り方について 

   ②交流イベントの実施、参加促進について 

   ③交流拠点の確保について 

（２）町民同士が連絡し合える仕組みの構築について 

 （３）情報提供の円滑化・充実化について 

   ①広報誌等の充実について 

   ②ホームページやインターネットの活用について 

 （４）歴史･伝統･文化の記録と継承について 

（５）避難先住民との交流の促進について 

（６）震災・事故の教訓の記録と継承について 

３．町民一人一人の生活再建について 

 （１）住居の確保について 

 （２）保健・医療・福祉体制の確保について 

 （３）教育環境の確保について 

 （４）雇用の確保、事業再開支援について 

第
１
期
の
議
論
の
テ
ー
マ 

 

２．双葉町外拠点におけるコミュニティ形成について 

結び  

はじめに  

提言書（本編） 

 Ａ：復興まちづくり計画の要点 

 Ｂ：町民の主な意見（キーワード） 

これまで委員会、世代別会議、住民意向調査、インタ

ーネット掲示板の意見から抽出 

 Ｃ：当面強化していくべき取組 

参考資料（資料編） 

１．復興推進委員会の開催経緯 

２．復興推進委員会委員名簿 

３．町民から寄せられた意見について 
 

 提
言
書
の
構
成 
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１．町民のきずなの維持・発展について 

 

（１）町民の交流機会の確保について 

①自治組織（自治会）及び行政区組織の在り方について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 避難先における自治組織の立ち上げや町民有志によるＮＰＯの設立支援 

 双葉町当時の地域のきずなの維持を図る行政区組織の在り方の検討 

 復興支援員制度を活用した避難先でのコミュニティづくりを担う人材の確保・育成 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 現在の生活圏での自治会の立上げ、自治会間の交流機会の促進を 

 自治会に入っていない町民に対して加入の促進を 

 仮設、借上げ、持ち家住宅者をまとめた「ブロック」ごとに新しい地区長の創設を 

 地区長（自治会長）の下に班長（10 戸～15 戸単位の班組織）を設けることが必要 

 町と町民間の「仲介役」が必要 

 町役場に地区担当者（窓口）を決め、避難先自治体との連携を強化することが必要 

 町による自治会の位置づけの明確化と告知を 

 自治会の定例会への町役場職員の参加を 

 町民主体での話し合いの場の運営を 

 自治会長に責任と権限とそれに見合った報酬を 

 町民が交流する行政区総会等への参加費・会場費の助成が必要 

 自治組織だけでなく、緩やかな組織（例えば同窓会）のようなものも必要 

 現在の自治会をＮＰＯ化することも検討したが、運営が不安 

C．当面強化していくべき取組 

 

町民の交流機会の確保に資する自治組織等の在り方等に関して、町は、以下の取組を

当面強化していくべきである。 

① 自治会がない地域における自治会の立ち上げ支援 

② 既存の自治会の活動内容に係る広報内容の充実と自治会への加入を促す広報の実施 

③ 自治会の役割の明確化と自治会長に対する報償の制度化 

④ 自治会と町との連携の推進（自治会への町からの情報提供、町役場における担当の

明確化等） 

⑤ 仮設住宅、借上げ住宅、持ち家など住まい方の区別なく参加できる自治組織づくり 

⑥ 避難前の地域のつながりを維持するための行政区総会の開催に係る支援（参加費の

一部助成等） 

⑦ 自治会のほかにコミュニティづくりに資する NPO 等の組織設立にあたっての側面

支援（補助事業の紹介やあっせんなど） 
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②交流イベントの実施、参加促進について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 町民主体による交流イベントの企画に対する支援の仕組みの構築 

 各地で開催される交流イベントの情報提供 

 高速道路の無料化の継続を国に要請し、町民の交流に係る費用の軽減 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 仮設、借上げ、持ち家住宅者など住まいを超えて集まれる場（夏祭りなど）を 

 交流イベント等への交通手段の確保を（送迎バスなど） 

 「ダルマ市」などの町民交流イベントへの助成継続を 

 できるだけ多くの町民にイベントへ参加してもらえるように 

 若い人向けの婚活イベントや青年学級の開催を 

 伝統文化の継承となる若い人向けの交流イベント開催を 

 趣味などジャンルに分けた集まりが必要 

 若い世代が参加しやすい時間・場所の工夫を 

 高齢者が定期的に集まれる場、気軽な集まりの場が必要 

 地域を超えたテーマ型のコミュニティも必要 

 わかりやすい広報誌の発行が、来場者の増加につながる 

 イベントや懇談会情報の県外への告知を、及び各県で町民会の開催を 

 イベント情報（住所と電話番号）の充実を（ナビ対応のため） 

 ふたばワールドのような多くの友人と会って話すことができるイベントを 

 一過性ではなく、会えた、楽しかったで終わらないイベントを 

C．当面強化していくべき取組 

 

町民の交流機会の確保に資する交流イベント（懇談会等を含む。以下同じ。）の実施、

参加促進に関して、町は、以下の取組を当面強化していくべきである。 

① 仮設住宅の集会所等でのイベントに、借上げ住宅や持ち家に住む町民も参加しやす

くなるように、町からの情報提供の充実 

② 広報ツールを活用した、県内外に住む町民に対するイベントの開催情報の提供 

③ イベント時の送迎バスの運行支援等による交通手段の確保 

④ 「ダルマ市」等の町民主催イベントへの助成の継続・拡充や、主催団体の組織化の

促進 

⑤ 若い世代や高齢者など、町民の特性に応じた集いやすいイベントの開催の工夫（日

時、場所、テーマなど） 
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③交流拠点の確保について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 町民・民間団体による町民の交流拠点の設置支援 

 復興公営住宅等の整備にあわせた地域の町民同士がいつでも集まれる場の設置 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 人が集まることができる場所や双葉町を他に発信できる場所の早期整備を 

 いつでも、誰でも、気兼ねなく愚痴がいえる場所(気軽なカフェ、集会所等)の設立を 

 自分達で集会所を整備する際の予算面の支援を 

 町が管理するきずなの場を（自主的自治会では限界） 

 誰でも気兼ねなく自由に参加できる場を（町による場の設置） 

 仮設、借上げ、持ち家住宅者の区別なく、誰でも参加できるような集まりの場が必

要 

 各地方にブロック支部をつくり、その核として交流拠点をつくることが必要 

 県外では関東拠点、関西拠点の他、福島県事務所機能の活用を 

 隣組（交代制）による交流の場（サロン等）の管理・運営を 

 集会所の運営に民間事業者も考えてはどうか（例えば、コンビニエンスストアに集

会所を併設） 

 子育て世代の母親や子ども同士が集まる場が必要 

 高齢者が定期的に集まれる場、気軽な集まりの場が必要 

 みんなの体験談を聞くことや共有できる場が必要 

 皆が集まる場でもなかなか話に加わることができない人に声をかける水先案内人の

役割を担う人が必要 

C．当面強化していくべき取組 

 

町民の交流機会の確保に資する交流拠点の確保に関して、町は、当面以下の取組を強

化していくべきである。 

① 県内外の地域ごと（いわき、郡山、加須など）に、仮設住宅、借上げ住宅の区別な

く、町民誰もが利用できる交流拠点の設置 

② 町民による交流拠点の管理運営体制の構築 

③ 交流拠点を活用した、いつでも、誰でも、気軽に集えるオープンな交流の場（サロ

ン、カフェ等）の創出 

④ 交流拠点を活用した、テーマ別（趣味ごと、年齢ごと等）の集いの企画等への支援 
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（２）町民同士が連絡し合える仕組みの構築について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 電話帳の作成について、町民のニーズ調査による必要性の検討 

 町民同士が気軽に連絡が取れるような情報端末（タブレット端末等）の活用検討 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 電話帳は必要 

 電話番号を役場が仲介すれば足りる（電話帳不要） 

 プライバシー、セキュリティーの問題がある。高齢者の方は特に心配。電話帳は慎

重に 

 住所、電話番号すべての情報でなく、可能な範囲の情報で作る方法が良い 

 区長にだけに番号を知らせておいて、町民はそれに問い合わせをする案もある。た

だし、区長の負担が大きくなる懸念もある 

 本人確認を取って電話帳を作ればよい 

 誰がどこにいるか（市町村名）の名簿を作ってはどうか 

 電話帳等の全世帯配布ではなく、役場が間に入って連絡を取りたい人の情報を本人

の了解を得て提供すれば足りる 

 

【参考】双葉町住民意向調査結果（平成２５年１０月実施） 

町民同士が連絡を取り合えるような電話帳の希望 

 

 

C．当面強化していくべき取組 

 

町民同士が連絡し合える仕組みの構築について、個人の電話番号を記載した電話帳の

作成は慎重な検討が求められることから、町は、まず、町民同士が近くにいる町民を知

ることができる方法として、避難先の市町村ごとに町民の所在情報を整理した名簿を早

期に作成すべきである。 
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（３）情報提供の円滑化・充実化について 

①広報誌等の充実について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 町の情報や町民の活動状況など町民のみなさんが知りたい情報をより多く提供でき

る広報誌等の充実 

 「広報ふたば」において避難先での活動状況等の取材と掲載（ふるさと絆通信） 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 重要なお知らせはその都度（月２回にこだわらず）提供することが必要 

 町からの情報をもっと早く提供することが必要（会合の一ヶ月前では遅いのでは？) 

 広報の封入物には一度にたくさんの情報があり、見ないことが多い 

 デジタルフォトフレームの活用を（地区毎の情報発信など） 

 広報誌への出生・死亡欄の掲載を 

 広報誌に各地区での催しの掲載を 

 広報をテレビでも見られるようにＤＶＤ化し配布したらどうか 

 高齢者向けに新聞のような形の広報の配布を 

 特筆すべき趣味等を持っている人等の情報を提供するなど内容の充実を 

 ふるさと絆通信のみを取りまとめた増刊号の発行を 

 連絡網の整備を、重要な会合の情報は主催者側が電話を活用した周知を 

 回覧板や、口コミの利用を 

 自治組織を活用した電話連絡網（互いに電話連絡し合い、最後の人が最初の発信者

に連絡する）も活用しては 

 自治組織の末端単位として班長を設け、重要な情報は班長が回って連絡を（班長へ

の報酬必要） 

 ＦＡＸの活用を 

 地域ごと（福島県、東京都、宮城県、関西等々）に特化した情報提供を 

 広報ふたばに、同窓会情報や私的サークル情報などを幅広く掲載してはどうか 

C．当面強化していくべき取組 

 

広報誌等の充実に関して、町は、当面以下の取組を強化していくべきである。 

① 紙ベースの特性を活かして、町民の近況を知らせる「ふるさと絆通信」、自治会の活

動やイベントなどの情報を提供する「広報ふたば」のコーナーや「コミュニティ情

報誌」の一層の充実 

② 重要な情報を可能な限り早期に提供できる仕組みの構築（複数の資料をまとめて送

付することで情報の伝達が遅くなることや重要な情報を見落としがちになることを

防ぐ取組） 

例） 役場からの紙による情報提供の頻度の見直し 

自治会を活用した情報提供（FAX等の活用） 
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②ホームページやインターネットの活用について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 迅速な情報提供のための町のホームページの活用と構成等の適時見直し 

 町ホームページの高度情報化（動画などの映像配信等） 

 ＷＥＢカメラによる町内映像のホームページでの提供 

 ソーシャルメディアを活用した町民と町との双方向のコミュニケーションの仕組み

構築 

 町の情報を簡単かつ迅速に取得できるような情報端末（タブレット端末等）の活用

の検討 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 若手はホームページやフェイスブックを活用している 

 インターネットを活用したＴＶ会議ができれば遠方の町民も参加可能となる 

 個別訪問といったアナログな関わり方、情報の提供の仕方が重要 

 インターネットを活用した町民の意見聴取の方法は、高齢者には難しい 

 インターネットができないので、町の情報を見ることができない。インターネット

の苦手な人への対応を（インターネットを活用した申請などは不親切） 

 タブレットは配布してほしいが、使いやすくするための講習が必要 

 デジタルフォトフレームは一方向、町民同士でやりとり可能なタブレット型がよい 

 簡単な情報端末であれば高齢者に丁寧に教えることができれば使うことができる 

 タブレットの写真編集を用いたコンテストの実施を 

 他自治体の事例では、タブレットは「たんすのこやし」になっている 

 双葉町の防災無線で流していた時報（メロディ）などをパソコンで聴けるように 

C．当面強化していくべき取組 

 

情報提供の円滑化・充実化に資するホームページやインターネットの活用に関して、

町は、当面以下の取組を強化していくべきである。 

① 紙ベースの広報誌と併せて、ホームページとフェイスブックなどソーシャルメディ

アも活用した迅速な情報の提供 

② インターネットの特性を活かした TV 会議の活用、交流イベントや行政情報（町長

のメッセージや議会の様子等）の動画配信の充実 

③ タブレット端末等の新たな情報通信端末の導入。ただし、高齢者等への講習会など

を充実させ、多くの町民が使えるようにすることが必要 

④ インターネットが使えない人や苦手な人へ配慮し、広報誌などの紙媒体の情報提供

の充実や、インターネット以外の代替媒体の活用 
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（４）歴史･伝統･文化の記録と継承について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 双葉町内の文化財の保存・管理、有形文化財の被害状況を調査、保存、移設、修繕 

 神楽等の伝統文化の記録（映像化等） 

 ダルマ市等のふるさとの祭りの開催支援 

 記録すべき歴史・伝統・文化の検証とデータベース化の検討 

 震災前の双葉町の風景・生活などの記録の収集・デジタル化、記録誌・記録映像の

作成 

 双葉町の歴史・伝統・文化を継承するためのイベント（祭り）や教室等の開催支援 

 伝統芸能の継承者への活動支援（交通費の助成、場所の確保等） 

 双葉町の歴史・伝統・文化の映像記録等の全国への発信による全国の町民がふるさ

とにふれあえる機会の確保 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 学校再開に合わせて双葉町の文化教育を 

 双葉町で暮らしていた時の事を物語る品々等を集めた「双葉町のアーカイブ」の作

成を 

 サークルの立ち上げ支援や、生涯学習の環境づくりが必要 

 避難先の街の歴史を知る会合などもよいコミュニティの機会となる 

 神楽を伝える気持ちを残すことが大事、双葉町の流し盆踊りの復活を 

 「ダルマ市」への助成金の増額を 

 「ダルマ市」という伝統文化を消さない、絶やさない、若い人に続けてほしい 

 町外拠点の中で「双葉の伝統文化を継承させる」工夫を 

 子どもたちに双葉町の歴史を伝えるため「双葉町読本」を作ってはどうか 

 郷土料理のレシピなども記録してはどうか 

C．当面強化していくべき取組 

 

双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承に関して、町は、当面以下の取組を強化して

いくべきである。 

① 再開する学校や若い人が集うイベントなどを活用した、若い世代への歴史・伝統・

文化を継承する仕組みの構築 

② 双葉町の歴史・伝統・文化や双葉町での暮らしなどの写真・映像等を電子媒体に記

録・整理して公開できる仕組みの構築と、これらを後世に伝える書物（双葉町読本）

の編さん 

③ 生涯学習の場の活用や町民交流イベントと連携した、歴史・伝統・文化に接する、

学びの場の開催 

④ 「ダルマ市」への継続的な支援（（１）②の再掲） 
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（５）避難先住民との交流の促進について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 避難先の自治体や支援団体等と連携した双葉町民と避難先住民との交流会等の開催 

 避難先のイベント（祭りや催事等）への双葉町民の積極的な参加促進 

 町民の自治組織等が避難先において地域住民と交流する機会の創出支援 

 復興支援員制度の活用による双葉町民と地域住民を結び付ける新たなコミュニティ

づくりを担う人材の確保・育成 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 避難先におけるイベントへの参加促進を 

 定期的な交流を細く長く続けることが大事 

 避難先住民と一緒に生涯学習やスポーツの実施を 

 避難先住民との交流には、まず地元への挨拶からが大事 

 仮設住宅のイベントも地元の地域住民へ事前に案内しておくとうまく進む 

 地元の小さなイベント（ラジオ体操など）への参加が大事 

 仮設・借上げ共同でのイベント（餅つき）の実施が大事 

 仮設住宅等での花壇の整備を（花いっぱいコンクールで奨励賞を受賞事例あり） 

 町から、避難先住民に正しい理解をしてもらうためのアナウンスを 

 避難先自治体に対する住民同士のトラブルが無いように、県からの啓発を 

 避難先イベントに参加しやすいように、町に避難先への対応を依頼したい 

 地域に溶け込むためには、その地域の行政への参加、隣組への加入が必要 

 正しく知らないことによる誤解や偏見をなくすように正しい報道を 

C．当面強化していくべき取組 

 

避難先住民との交流の促進に関して、町は、当面以下の取組を強化していくべきであ

る。 

① 避難先において開催されるイベントの周知 

② 自治会等のイベントへ地域住民も参加できるよう、避難先住民向けの情報発信の強

化 

③ 避難先地域と交流している町民の取組（奉仕活動、花いっぱいコンクール受賞等）

についての情報発信の強化 
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（６）震災・事故の教訓の記録と継承について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 震災と原発事故の記録誌の編さんに向けた体制整備 

 町民の協力による震災時及びそれ以降の体験記録の収集 

 学校・教育機関と連携した震災と原発事故の教訓を学ぶ場の確保 

 事故の経験・教訓を全国に発信する「語り部」の人材育成支援 

 避難生活の現状や復興へ向けた取組の積極的な広報 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 被災体験を音声で残し、みんなの財産として蓄え、記録することが必要 

 避難者全員のインタビューによる文集作成が必要（西郷村の事例参考に） 

 子どもたちの記憶が薄れないうちに、子どもたちの記録を 

 メディアを活用した町民の取組の全国への発信が大事 

 警戒区域となり立入ができなくなった町の記録を残せないか 

 津波の到達場所に記念碑を残すべき 

C．当面強化していくべき取組 

 

震災・事故の教訓の記録と継承に関して、町は、当面以下の取組を強化していくべき

である。 

① 町民の被災体験の収集など、震災・事故の記録の収集 

② 震災・事故に係る写真・映像等の電子媒体を記録・整理し、対外的に発信する仕組

みの構築 
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２．双葉町外拠点におけるコミュニティ形成について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 町民の要望が反映された「双葉町外拠点」への復興公営住宅の整備 

 高齢者が安心して暮らせるようバリアフリー住宅や、介護サービスと住宅の一体整

備など高齢者にやさしい住宅の要請 

 家族と一緒に住みたいという町民の声を踏まえた間取りや募集方法への配慮要請 

 「双葉町外拠点」及び「コミュニティ拠点」において、町民のきずなの維持・発展

の拠点として、拠点の住民および地域の町民同士がいつでも集まれる場の設置 

 「双葉町外拠点」における共同店舗・共同事務所等の設置要請 

 「双葉町外拠点」における保育・託児サービスの提供など、子育て世代が安心して

仕事と育児が両立できる環境の整備（受入自治体との協議） 

 「双葉町外拠点」における町民が安心して保健・医療・福祉サービスの提供を受け

られる環境の整備（受入自治体との協議） 

 介護サービスと住宅の一体整備など高齢者にやさしい施設整備の要請 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 最も復興公営住宅を必要としている人の声を聞いて一刻も早く整備推進を 

 住民の家族構成に合った多様な間取りの検討を（設計時に反映） 

 単身高齢者や高齢者夫婦など小人数世帯へも十分な間取りの提供を 

 気に入った人と一緒に生活できる復興公営住宅の仕組みが必要 

 拠点形成プロセスにおいて近隣町内会自治会等との連携を 

 将来的な長期間の居住を踏まえたデザインづくりを 

 自力再建した住民のコミュニティとの連携を 

 いわき市南部の町外拠点の近くに分譲地を 

 高齢者がお互いに助け合って生活できる長屋のような共同住宅を 

 阪神淡路大震災の教訓を生かして復興公営住宅に孤独死を発生させない仕組みを 

 憩いの場のある復興公営住宅を 

 若いお母さんたちの集まる場所が大事 

 若い世代のコミュニティの場ともなるように 

 県外の方も集まることができる集会施設整備を 

 福祉・健康・医療関係や子ども向けスペース、公園、雇用の場となる工業団地の併

設を 

 地域住民も利用できるコミュニティバスの運行を 

 コミュニティバスは有償にして、地域の人も利用できるようにすることが大事 

 元の生活に近い一戸建（平屋や 2 階建）の復興公営住宅の整備を 

 元の双葉町のような海の恵み・山の恵み・川の恵みのある場所への整備を 

 時には離れた場所に住む家族が集まれる広さ、双葉町に残す家財が入る広さの確保を 

 生きがい対策として自分で育て収穫する農園の整備も必要 
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【参考】双葉町住民意向調査結果（平成２５年１０月実施） 

    復興公営住宅を希望する自治体 

 

C．当面強化していくべき取組 

 

双葉町外拠点におけるコミュニティ形成に関して、町は、以下の考え方を基本として、復興

公営住宅の早期整備を国・福島県に求め、受入自治体等との協議を加速させていくべきである。 

・町民の希望を踏まえ、いわき市、郡山市、南相馬市、白河市に、福島県が整備する復興公

営住宅を「双葉町外拠点」として、町民のコミュニティの拠点としても機能できるように

すること。 

・特に、いわき市南部には、役場事務所が所在し、町立幼小中学校の再開も予定されている

ことから、いわき市の復興公営住宅を希望する町民が最も多いことを踏まえて、いわき市

南部の復興公営住宅を「双葉町外拠点」の中心にすること。 

別添１：「双葉町外拠点」（復興公営住宅整備）の全体構成 

・いわき市南部の復興公営住宅については、診療所、高齢者福祉施設、店舗等、集会所等の

交流施設、ふれあい農園、お祭り広場等の併設による、町民のコミュニティの中心となる

機能が確保できるようにすること。 

 別添２：「いわき市南部における復興公営住宅を核とした町外拠点形成のイメージ」 

・復興公営住宅の付帯施設については、入居者のニーズや地域の意向を勘案しながら、施設

（ハード）の整備だけでなく、施設を活用したソフト事業もあわせて検討すること。 

別添３：「いわき市南部における復興公営住宅に併設する付帯施設・サービスとして検討し

ていくべき視点」 

・町外拠点の近隣に自宅の再建を希望する町民を対象として宅地取得支援の仕組みづくりを

県等に求めていくこと。 
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「双葉町外拠点」（復興公営住宅整備）の全体構成
双葉町民が集まって居住できる県営の復興公営住宅の整備を、いわき市、郡山市、南相馬市、白河市に求める。

この復興公営住宅を「双葉町外拠点」として、町民のコミュニティの拠点としても機能できるようにする。特に、
いわき市南部には、役場事務所が所在し、町立幼小中学校の再開も予定され、いわき市の復興公営住宅の希望が
最も多いことから、いわき市南部の復興公営住宅を「双葉町外拠点」の中心とする。

全体構成図

復興まちづくり計画（第一次）では、復興公営住宅
の要請先を、いわき市、郡山市、南相馬市としてい
たが、２５年１０月の住民意向調査の結果から白河
市にも復興公営住宅の要望が相当程度みられること
から、白河市を整備要望先に追加することとした。

別添１

福島市、加須市、つくば市には、一定の町民が集まっていることから、
町民の集い（コミュニティ）の場の設置を検討する

全体構成は、今後の調整によって変わりうるものである
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いわき市南部における復興公営住宅を核とした町外拠点形成のイメージ

県が整備する復興公営住宅を核として町外拠点を形成する。町民の意向を踏まえ、住宅のみなら
ず、診療所、高齢者福祉施設、店舗等、集会所等の交流施設、ふれあい農園、お祭り広場等の併設
などを県に要望するとともに、いわき市等と調整していく必要がある。

福島県による用地選定が確定次第、町民意向を踏まえながら要望の具体化を図る。

介助や介護が必要な高
齢者に配慮した住宅の
整備

公営住宅居住者だけでなく公
営住宅以外の町民も対象とし
た、デイサービス等の高齢者
福祉施設や診療所、店舗、理
髪店等の併設

町民全体を対象と
した、ダルマ市な
ど、お祭り・イベ
ントの場となる多
目的広場（公園）
の整備

町民ニーズに応じた
多様な住宅の供給
（戸建住宅、長屋建
住宅など）

町民が農と親し
めるふれあい農
園の整備

宿泊機能も備え
た全国の町民が
集まれる集会施
設の整備

注：吹き出しの
挿絵は、ネット検
索によるもの

別添２

あくまでイメージで今後の調整によって変わりうるもの
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テーマ ハード（施設）として考えられるもの ソフト（事業）として考えられるもの

コミュニティ
形成

（地域交流）

・地域の支え合い
・既存コミュニティの
継承
・地域ぐるみの共助の
仕組みづくり

・宿泊機能を持った集会所／
地域交流施設

・多目的広場（ダルマ市などの
お祭り・イベント広場）

・地域食堂
・喫茶コーナー
・ボランティア詰め所
・遊び場
・ふれあい農園
・共同浴場 など

・多世代交流
・健康相談・指導
・ダルマ市等の歳時記イベ
ントの開催

・町内会・自治会活動
・周辺商店街と連携したイ
ベントの開催 など

子育て支援
・子どもが育つ安全な
環境づくり

・キッズスペース
・放課後学童クラブ など

・育児相談
・ふれあいイベント
・子ども教室

高齢者支援
・高齢者の心のケア
・高齢者の介護・福祉
の充実

・交流スペース
・小規模多機能型居宅介護施設
・デイサービス施設
・訪問看護ステーション など

・高齢者の見守り、生活相
談・支援
・配食サービス など

生活支援
・買物や医療などの日
常的な生活支援
・生業・雇用への貢献

・診療所
・店舗等（小売、理髪店など）
・その他、生活利便施設など

・在宅医療
・移動販売 など

いわき市南部における復興公営住宅に併設する

付帯施設・サービスとして検討していくべき視点
別添３

子育て支援については、町立幼小中学校との分担も考慮して検討する必要
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３．町民一人一人の生活再建について 

（１）住居の確保について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 新たな住居の確保等生活再建が可能となるような賠償基準の見直し・拡充（国・

東京電力への要請） 

 自ら自宅を再建する町民に対する支援の拡充 

 二重ローン対策、融資制度や税制優遇措置の拡充・継続、新たな支援措置の創設

（国、県への要請） 

 住宅・土地取得に係る情報提供・相談窓口の設置（国・県・関係団体への要請） 

 避難者が集中する地域での宅地の供給（県等への要請） 

 避難先における公営住宅の入居（避難先自治体との調整、国・県への制度改正要望） 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 戸建を建築した人への支援・援助を 

 原発事故被災者にも被災者生活再建支援金と同じような国の支援を 

 宅地情報の提供やあっせんを（できれば町外拠点の近くに） 

 市街化調整区域の建築制限の緩和を 

 宅地及び住宅取得に対する経済的支援を（復興公営住宅居住者と同じ支援を） 

 借上げ住宅の期間の延長を 

 借上げ住宅や県外での転居回数の制限緩和を 

 現時点（平成 25 年 10 月）の原発賠償（不動産）では、新しい家を建てる事が出

来ない 

 固定資産税その他税の免除の継続を 

 土地の賠償に当って上積を 

 避難先自治体に対する住民同士のトラブルが無いように、県からの啓発を 

 町が中心となって国、東電へ働きかけ賠償の推進を 

 公営住宅の家賃は、無料か低く 

 県外への復興公営住宅の建設を 

C．当面強化していくべき取組 

 

町民一人一人の生活再建に向け、住宅の確保に関して、町は、当面以下の取組を強

化していくべきである。 

① 新たな住まいの確保に向けた各種支援制度（融資制度、税制優遇、支援金、宅地

の供給等）の継続・拡充の要請と、既存の支援制度の情報提供の充実 

② 迅速、確実、十分な賠償に向けた、国・東京電力への要求 

③ 借上げ住宅の住み替え制限の緩和・延長に向けた、国・県に対する要請 

④ 希望する町民の公営住宅への入居支援（入居のあっせんや家賃低減など）の要請 
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（２）保健・医療・福祉体制の確保について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 放射線関連検査の全国での受診体制の確立等、検査体制の拡充（国・県等への要

請） 

 健康手帳の配布等を通じた長期的な健康管理のフォローアップ体制の構築 

 健康調査を補完する放射線医学の専門家による相談会の開催 

 放射線の理解を深めるための講演会等の開催 

 県内外を問わず原発事故に起因する健康管理への支援が受けられる体制づくり 

 避難先での保健・医療・福祉サービスの適切な提供の確保 

 社会福祉協議会、民生児童委員協議会や避難先自治体等と連携した町民への定期

的・継続的な戸別訪問の実施 

 町民のみなさんが気軽に利用できるサポートセンターの設置 

 保健師等の人材の恒久的な確保（国・県等への要請） 

 避難者の集中による支障が生じないよう、医療・介護施設の充実に一層の支援

（国・県への要請） 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 県内で医療体制（受診・手術等）の整備・拡充を 

 小規模な場での放射線講演会の開催を 

 健康診断等に来られない人の心のケアを 

 本人の希望や住所近くで成人病検査の受診ができるように 

 定期的な健康診断を長期にわたり継続を 

 他町村と連携して健康診断日の増加やバス等による送迎を 

 県外避難者への健康診断サービスの充実を 

 医療費の自己負担分の無料化継続を 

 町民が安心して入ることのできる福祉施設の整備を 

 介護施設の整備を（デイサービスなど介護する家族の負担軽減のため） 

 介護や看護を学ぶ人への支援を 

C．当面強化していくべき取組 

 

保健・医療・福祉体制の確保に関して、町は、当面以下の取組を強化していくべき

である。 

① 健康診査を受診しやすくする体制の整備 

例）郡内他町村と連携した受診体制の整備（複数日の設定や交通手段等） 

健康診査サービスの充実（実施箇所の増加等） 

② 避難先自治体と連携した健康相談の充実 

③ 特別養護老人ホームの事業の早期再開支援 

④ 放射線講演会の実施や、長期的な健康管理体制の構築 

⑤ 医療費等の無料化の継続要請 
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（３）教育環境の確保について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 双葉町立の学校（幼稚園、小学校、中学校）の早期の学校再開に向けた検討 

 町独自の新たな教育方針・教育提供内容の打ち出し 

 避難先の学校に通う子どもたちへの支援の継続 

 避難先の学校に通う子どもたちの双葉町居住時の子どもたち同士のきずなの維持 

 就学援助措置・就園奨励事業等の教育支援制度の周知と制度拡充・継続（国等へ

の要請） 

 関係機関との連携を通じた進学情報の提供 

 子どもたちの学習支援などを行うＮＰＯやボランティア団体との連携強化 

 子どもたちの「つどいの場」の提供（あつまれ ふたばっ子など） 

 全国の双葉町の子どもネットワークづくり（連絡先の継続把握・定期的通信など） 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 幼児教育等の相談体制の充実を 

 学校を中心としたまちづくりを 

 教育ビジョンの具体化を 

 学校の近くへの児童・生徒向け図書館の整備を 

 長期的視野に立った学校の設立を 

 避難先の学校に通っていても、町立学校で行われる学習会や学校行事には双葉町

の子どもは参加できるようにしてほしい 

 元双葉町で操業していた企業の社会科見学を 

 福島大の学生グループとの連携を（勉強を教える取組など） 

 子どもたちばかりでなく、親同士の交流の場を 

 ITを活用した子どもたちのネットワークを（子どもは ITが得意） 

 避難先の学校になじめない子どもの受け皿を 

C．当面強化していくべき取組 

 

教育環境の確保に関して、町は、当面以下の取組を強化していくべきである。 

① 新たな町立学校の再開に合わせた、学校教育の充実 

例）少人数学級であることを活かした教育の充実 

ICT（情報通信技術）を活用するなど、魅力・特色ある教育環境の提供 

② 町立学校を活用して行われる学習会や行事への幅広い参加のお知らせ 

③ 学習支援等における、大学や教育支援NPO等との連携・活用 

④ 就学支援制度の継続要請 

⑤ 「集まれ ふたばっ子」などの場を活用した、親同士の交流機会の創出 
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（４）雇用の確保、事業再開支援について 

A．復興まちづくり計画の要点 

 商工会との連携による事業再開を希望する事業者に対する支援制度の周知や利用

支援、支援措置の拡充（国等への要請） 

 避難先で営農再開を希望する町民に対する、避難先自治体との連携を通じた営農

再開支援制度の情報提供や利用支援、初期投資補助等の助成（国等への要請） 

 事業再開した事業者情報の周知（顧客獲得等の支援） 

 県内外を問わず避難先で仕事を得られるように、就職相談・職業訓練等の体制の

整備（国・県への要請） 

B．町民の主な意見（キーワード） 

 民間事業者の事業展開に必要な迅速な対応を 

 世代別就労支援の充実を 

 双葉郡の被災者への雇用確保の優先化を要請してほしい 

 会社への損害賠償後の雇用確保の支援を 

 双葉町ならではの味や名産品の復活を望む声を聞く 例えば、「双葉ショップ」を

作ってはどうか 

 避難先では名産品の復活にも限界があるのではないか 

 町でゆるキャラをつくってはどうか 

C．当面強化していくべき取組 

 

雇用の確保、事業再開支援に関して、町は、当面以下の取組を強化していくべきで

ある。 

① 民間事業者の事業再開に対する迅速な対応（例 補助事業の紹介等） 

② 求職中の町民に対する県内外での雇用情報の提供 

③ 避難先における雇用確保の要請 

④ 双葉町の名産品の復活への支援 
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結び 

 

本提言書は、平成２６年度から早急に事業着手すべきものを中心に、町が当面強化して

いくべき取組をとりまとめたものである。町においては、本提言書に掲げられた取組の早

期実施に向けて、3月までに、双葉町復興まちづくり計画（第一次）に基づく事業計画（実

施計画）を策定することを強く求める。 

推進委員会の審議においては、事業の実施に当たっては優先順位をつけて行っていくべ

きとの意見もなされた。この意見も踏まえ、事業計画の策定過程において、本提言書が優

先度の高い取組を取り上げていることに鑑み、本提言書に掲げられた取組の優先度を高く

するなど、事業の優先順位が明らかとなるように、計画づくりを進めていくべきである。 

本提言書に書かれた取組は、町単独で実施できるものではなく、国及び県の支援が不可

欠である。国及び県は、町民の要望に添った事業を町が実施可能となるよう、補助制度の

柔軟な運用と拡充を図るなど、避難が長期化している双葉町に対して、特段の支援措置を

講ずるよう強く求める。さらに、町においては、避難者支援事業などに関して、双葉郡他

町村などとの連携を一層強化し、事業の円滑かつ合理的な実施に努めていくべきである。

また、商工会などの従前の組織が再建・活性化され、双葉町の復興に重要な役割を担って

いくことを強く期待する。 

 

町民は、震災後３年近くが経過するにも関わらず、具体的な生活再建の目途が立たない

ことに大きな不安と苛立ちが高まっている。こうした生活を強いられていることに対して、

国、県及び町は、一層のスピード感を持って町民一人一人の生活再建と町の復興に取り組

むことを期待する。 

 

推進委員会は、4月以降については、第2期として、事業計画の進捗管理とともに、双

葉町への帰還と復興のあり方など、さらに長期的な町の復興の道筋を検討していくことと

したい。 

 

 

平成26年2月 日 

 

双葉町復興推進委員会 

 

 

 


