
 

 
 

大災害時に総合型地域スポーツクラブが果たす  

公共財としての役割に関する調査研究  
―クライストチャーチ大震災後の地元スポーツクラブの取り組みから―  
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抄録  
 

 本研究は大災害発生時、被災地域に立地する地域スポーツクラブが地域住民に対し

て、公共財としてどのような災害復興機能を提供できるかを明らかにしていくもので

ある。  
 2 011 年 2 月 2 2 日に発生したニュージーランド・クライストチャーチを中心に被

害を与えた大震災は、発生から 1 年が経過した現在でも多くの人々の生活に影響を残

している。田村ら ( 20 0 1 )は震災被災地における生活再建の７要素を挙げているが、そ

の中で「自立と連帯を大事にする人」、「まちへの参加度が高い人」、「市民の積極的な

公共的役割を大切にする人」などに生活復興感が高いことを明らかにしている。  
ニュージーランドは 2 0 11 年に同国で開催されたラグビーワールドカップ（RW C）

において優勝をしたラグビー強豪国であり、ラグビーを国技としている国である。そ

のため、国内には多数のラグビーフットボールクラブ（R F C）を発祥とした総合型地

域スポーツクラブがあり、その存在は単にスポーツを行なう場というだけでなく、地

域住民や家族が社会的な交流をするコミュニティーになくてはならない組織である。

ニュージーランドではスポーツクラブを通じて教育や地域での交流を促してスポーツ

文化を育み、ボランティアイズムの必要性もその中で醸成する仕組みが作り上げられ

ている。  
各地に点在する R F C が災害発生時には地域住民に対して避難場所としてクラブ施

設を開放したり、途絶えたライフラインが回復するまで水の供給をしたり、クラブメ

ンバーが周辺建造物の修復や地域のクリーンアップを協力したりという支援を行なっ

た。このような被災者に対する物理的、直接的な支援と同時にクラブマネジャーが重

視したのは地域住民に対する心理的な支援、つまり可能な限り早く生活の日常性を取

り戻させることである。震災復興の遅れが住民の雇用を奪い、多くの人々が他地域へ

移動を余儀なくされることでさらに復興が遅延するという悪循環が続く中で、今まさ

に求められているのは地域住民に対する心理的サポートとそれを提供する立場として

のクラブの存在である。  
 
 

 
キーワード：スポーツクラブ，ラグビー，公益機能、カンタベリー大震災  
 
 
 
*  近畿大学経営学部経営学科 教養・基礎教育部門 〒 5 7 7 - 8 5 0 2 大阪府東大阪市小若江 3 - 4 - 1  
* *  大阪国際大学人間科学部スポーツ行動学科 〒 5 7 0 - 8 5 5 5 大阪府守口市藤田町 6 - 2 1 - 5 7  
* * *  大阪教育大学教育学部 〒 5 4 3 - 0 0 5 4  大阪市天王寺区南河堀町 4 - 8 8  

130



 

 

Survey report  of  the publ ic funct ions in sports club 

at the t ime of Canterbury earthquake ２０１１  
―Test imony o f  c lub  managers  in  Chr is t church ,  New Zea land―  

 
M as a k i  N a g a m a t s u *      

Ta t s u y a  F u na k o s h i * * A k i ko  N a g a h am a * * *  
 

A b s t r a c t  
 

T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  c l a r i f y  t h e  p u b l i c  f u n c t i o n  o f  t h e  
s p o r t s  c l u b  u n d e r  r e co n s t r u c t i o n  a f t e r  b i g  e a r t h q u a k e .  S p o r t s  C l u b  o f  
N e w  Ze a l a n d  i s  a d v a n ce d  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  J a p a n .  E a c h  s p o r t s  c lu b  
o w n s  t h e  f a c i l i t y  a n d  c l u b  h o u s e  a s  t h e  p r i n c i p a l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
c l u b .  T h e  c i t y  i s  g i ve n  t o  t h e  s p o r t s  c l u b  t h e  r i g h t  t o  u s e  t h e  p a r k ,  h a s  
b e e n  e n t r u s te d  t o  t h e  s p o r t s  c l u b  t o  p a r k  m a n a g e m e n t .  L o c a l  r e s i d e n t s  
h a ve  b e e n  u s i n g  th e  p a r k  t h ro u g h  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  a l w a y s .  
T he r e fo r e ,  t he  m a i n t e n a n c e  o f  t he  p a r k  h a s  b e e n  f u l l y  de c o r a te d ,  a n d  
t he  s a f e t y  o f  e v a c u a t i o n  as  a  p l a c e  h a s  b e e n  s e c u r e d .  E a r t h qu a k e  o f  
C a n te r b u r y  h as  g i ve n  a  l o t  o f  d am a g e  t o  C h r i s t c h u r c h  re s i d e n t s .  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e ,  s p o r t s  c lu b  p l a ye d  t h e  ro l e  o f  sh e l t e r.  
Me m be r s  o f  s po r t s  c l u bs ,  he l pe d  t o  re m o ve  t h e  r u b b l e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  
d r i n k i n g  w a t e r.  I t s  a c t i v i t y  i s  s t i l l  o ng o i n g .  I n  o r d e r  t o  k e e p  a s  s a f e  a n d  
c o m f o r t a b l e  p l a c e  i n  t h e  p a r k ,  s p o r t s  c l ub  i s  e s se n t i a l  t o  t he  re g i o n .  To  
be  r e pe a t e d  t i me  o f  a f t e r sh o c k s  a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e ,  m a n y  r e s i de n t s  
h a ve  b e en  e v a c u a te d  t o  t h e  p a r k .  T h e  r e s t r o o m  a n d  s ho w e r  i n  t he  
c l u b ho u s e  a d ja c e n t  t o  t h e  p a r k  a re  p ro v i de d .  A l a r g e  t e n t  h a d  be e n  
e re c t e d  m an y  a s  a  p l a c e  o f  r e f u g e .  Was  a l s o  a  s po r t s  c l u b  a s  a  v o l u n t a r y  
o r g an i z a t i o n ,  t he  m o re  pe o p l e  t h a t  co m po s e  i t ,  t o  d i ve r s i f y  th e  p u b l i c  
in t e re s t  f un c t i on ?  T he r e  i s  a  po s s i b i l i t y  t h a t  g r o w  v a r i o u s  f u n c t i o ns  o f  
s po r t s  c l u b .  A s  a n  o r g a n i z a t i o n  t o  k e e p  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  w o r k  a n d  
l e i s u r e  a c t i v i t i e s ,  s p o r t s  c l u b s  e x i s t .  D e v e l o p e d  c o un t r i e s  o f  t he  s po r t s  
c l u b  s ho w e d  t h e  i m p o r t a n c e  t h a t  w h e n  t he  e a r t hq u a k e  d i s a s te r.  I n  t h i s  
s t u d y,  t h e  f o l l o w i n g  re s u l t s  h a v e  b e e n  sh o w n .  
1 .  T he  s po r t s  c l u b  h as  t he  a b i l i t y  t o  m a n a g e  t he  p a r k  f o r  c o m m u n i t y.  
2 .  T he  s po r t s  c l u b  o w n s  th e  c l u b  ho u se  a d ja c e n t  t o  t he  p a r k .  
3 .  P a r k  m a n a ge d  b y  t h e  s p o r t s  c l ub  m us t  b e  a  p l a c e  d o e s  no t  s u f f e r  

f r o m  c o l l a ps e .  
K e y  Wo r d s：  S p o r t s  c l u b，R u g b y - F o o t b a l l，P u b l i c  f u n c t i o n ,  C a n te r b u r y  
e a r t h q u a k e  
 
*  K i n k i  U n i v e r s i t y  3 - 4 - 1  K o w a k a e   H i g a s h i o s a k a - s h i   O s a k a  5 7 7 - 8 5 0 2  
* *  O s a k a  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y  6 - 2 1 - 5 7 t o h d a - c h o   m o r i g u c h i - s h i  O s a k a  5 7 0 - 8 5 5 5  
* * *  O s a k a  k y o u i k u  U n i v e r s i t y  4 - 8 8  M i n a m i k a w a h o r i - c h o  Te n n o u j i - k u  O s a k a  5 4 3 -
0 0 5 4
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１．はじめに 
 
 2011年は地震への備えが普段から必要とされて

きたニュージーランド（NZ）と日本における震災

の年となった。観光立国を宣言しスポーツツーリ

ズムにも力を注ぐNZのスポーツクラブでは「野

外レクリエーション活動におけるリスクマネジメ

ント」を高等教育機関で学んだ人材が存在し、そ

の能力が被災者支援に活用されていることが想像

される。「スポーツとまちづくり」に際して、スポ

ーツクラブが真の意味で公共財としての備えを考

える機会は今回のこの時期を逃すことはできない。 
 未曾有の震災が襲ったNZとわが国には、火山

国・島国・四季の存在・温厚で勤勉な国民性とい

った共通性があり、友好的な二国間関係は長く続

いている。2011年はラグビーワールドカップ

（RWC）をNZが一国だけで開催する年でもあっ

たが、事前に予定されていたクライストチャーチ

での試合は会場の被災状況が著しく今回は試合会

場として使用されないこととなった。大きな被害

状況が徐々に明らかにされていく一方で、被災者

を救済するために避難所として機能する場所が報

道されている。わが国の場合、スポーツに関連す

る場所として体育館や学校などが提供されている

が、NZ・クライストチャーチの場合は地元スポー

ツクラブがその機能を果たしていることが分かっ

た。 
 本研究ではNZにおいて最も古くに設立された

スポーツクラブであるクライストチャーチ・フッ

トボールクラブがクラブハウス等の施設を被災者

に開放し、どのような活動がなされたのかを把握

することを中心に、近隣のスポーツクラブへの聞

き取りも含めて、調査研究を進め、まちの公共財

として総合型地域スポーツクラブが、今後、どの

ような備えを有することが求められるのかを考え

るための一助としたい。 
      
２．目的 
 
 本研究の目的は、公共財としてスポーツクラブ

が存在するために備えるべき機能について明らか

にすることにある。 
 特に大きな災害時ならびにその後の復興期に大

きな役割を果たしているのは、わが国の場合、公

立学校である。それは避難時に人々が集まること

のできる十分な広さと校舎等建物の安全性が確保

されており、指定避難場所に定められているため

である。   
 しかし、学校は子どもたちが学ぶための重要な

拠点であり、避難所として長く使用されることが

望ましいとは考えられない。これまで学校や公民

館などが担ってきた役割の一部でもスポーツクラ

ブの施設と組織が賄うことができれば、スポーツ

クラブの公共性が高まり、それはスポーツの公益

性を社会に広く認知されるきっかけともなるので

はないだろうか。 
  
３．方法（仮説を含む） 
 
 NZ・クライストチャーチのスポーツクラブを訪

問しインタビュー調査と資料収集を行う。この調

査では、NZで最も人気のあるラグビーフットボー

ルクラブ（RFC）を中心に発展したスポーツクラ

ブを中心にクライストチャーチを拠点としている

クラブを対象とした。 
 
１）クライストチャーチ震災直後からの調査 
 クライストチャーチ・フットボールクラブ

（CHFC）は国内最古の多世代型ラグビークラブ

であり、他のスポーツ種目の活動もできる総合型

クラブである。 
 申請者は1996年の3月から半年間、このクラブ

を中心に「NZ南島の公園レクリエーション施設の

住民活動に関する調査研究」に従事したが、その

当時から交流を続けているクラブメンバーからの

電子メールによって、クラブが被災者支援の活動

を積極的に行っていることを知った。このメール

を機会に、CHFCでの取り組み、さらにクライス

トチャーチの状況についての情報を取得した。 
 
２）ラグビーワールドカップ開催時の調査 
 ９月にはラグビーワールドカップ大会が開催さ

れ、オークランドとハミルトンへ訪問し、ニュー

ジーランドに在住する邦人から震災後のクライス

トチャーチの情報を収集した。特に、クライスト

チャーチでの開催が回避されたラグビーワールド

カップの影響についての情報を収集することがで

きた。 
 
３）クライストチャーチでの現地調査 
 NZ・クライストチャーチに2012年2月13日
（月）～16日（木）の4日間滞在した。クライス

トチャーチを含めた周辺地域を統括するカンタベ

リーラグビーフットボールユニオンをはじめ、周

辺地区のラグビーフットボールクラブの運営責任

者やそれに準ずる地位にある運営者に対して訪問、

聞き取り調査を行った。 
 その調査により2011年2月22日に発生した地

震直後からのクラブによる支援活動の動きを把握

し、また、近隣のスポーツクラブではどのような
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取り組みがなされたのかということについて、周

辺のスポーツクラブでの状況、公共スポーツ施設

での被災者支援状況についても調査を広げた。ボ

ランティアイズムと互助を背景に成り立っている

スポーツスピリットを活用する方策について検討

する。 
 
４．結果及び考察     
 
 事前調査となった１）と２）において被災時から

半年間のクライストチャーチにおける RFC がほぼ

通常の活動ができない状況にあることが判明した。

また、2011 年 2 月の大きな地震以降、余震が続き、

９月と 12 月は再び大きな揺れに見舞われたことも

把握できた。 
調査３）は、日本ラグビーフットボール協会の

協力を得て NZ 在住の邦人の仲介を経ながら、事

前に調査対象の絞り込みと日程の調整を進めた。 
各調査対象施設に対して、2011年 2月 22日の震

災発生時の被災状況とその直後からのクラブの対

内的、対外的な活動内容、さらに被災後から現状

に与えている影響を中心に聞き取りを行った。 
また、それら調査項目は、a)人的要素、b)物的要

素、c)財政要素、d)その他、と４つの分類をした。 
 

①Canterbury Rugby Football Union 
  (2012/2/13 16：00～17：00） 
 Amateur Rugby Manager  
  Tim Gilkison氏 
 
 カンタベリーラグビーフットボールユニオン

（CRFU）は大震災の影響を最も受けたクライス

トチャーチを含むカンタベリー州全体を統括する

ラグビー協会である。今回の調査では最初に州全

体のラグビーに関する被災状況とともにユニオン

に所属する各クラブの概要と被災の影響を把握す

ることから開始した。 
CRFU 内のラグビープレイヤーは、大きく 3 つ

に分類される。NZ、オーストラリア、南アフリカ

共和国の南半球 3ケ国の計 15のクラブチームにて

行われるラグビーユニオンの国際リーグ戦である

「スーパーラグビー」に所属して、クライストチ

ャーチを本拠地とするトップクラブチームである

「クルセイダース」をはじめとして、カンタベリ

ー州代表チーム、協会登録をしている各クラブチ

ームに分類される。 
CRFU によると今回の震災によって減少したプ

レイヤーは、トータルして約 7％になり、またコー

チやレフェリーの減少は約 14％にのぼる。プレイ

ヤーの減少は、そのほとんどが震災に対する不安

や仕事を失ったことにより、クライストチャーチ

を離れたことによるものである。居住していた家

屋の損壊や家族の失業により、一時的に活動を停

止するメンバーも多く存在していた。 
州内のラグビークラブにおけるクラブ所有の施

設や設備に関する被害については、クラブハウス

などの建築物に大きな被害は見られないが、グラ

ウンドの損害が多く見られた。特に震源地に近い

海側の地域に被害が大きく、内陸側の施設には被

害が少なかったため、人口が内陸側に移動する現

象がみられた結果、被害の少ない内陸側の地域で

のクラブ間互助により復興が促進された。 
CRFU の震災関連による経済的な損失としては、

2011 年 9 月～10 月の期間、NZ 全土で開催された

ラグビーワールドカップ（RWC）の開催会場とさ

れていたクライストチャーチの AMI スタジアム

（ランカスターパーク）が震災による被害を受け

たため使用不能となったことにより、予定されて

いた試合がすべて他会場に変更された影響があげ

られる。出場国の事前キャンプの受け入れも出来

ず、CRFU の試算した RWC 関連の損失は約 1500
万 NZ ドルとされている。また、同スタジアムは

クルセイダースの本拠地でもあり、国内で最も観

客動員を見込めるウェリントン・ハリケーンズと

のスーパーリーグの試合がホームゲームの予定で

あったが他会場に変更されたため、この事業損失

も約800万NZドルと試算している。 

 

 
写真1，2 取り壊しの進むAMIスタジアム 
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写真3、4 建設中のクライストチャーチスタジアム 

 
これらの影響でクライストチャーチの観光収入

への影響は大きいが、CRFU には国際ラグビー評

議会（International Rugby Board：IRB）からの経

済的支援が受けられたこと、またラグビー関係で

以前より交流のあった日本の東芝などの企業から

支援を得られたことなどにより、基金団体を作っ

て 100 万 NZ ドルの確保ができた。この資金を元

にグラウンドの修復を中心に進めており、現在グ

ラウンド修復以外の資金の配分を検討中である。 
Gilkison氏は「震災復興においてラグビーの関わ

る力は大きい」と明言しており、特に「CRFU と

しては、被災住民に対してラグビー（をする環境

やゲーム機会）を提供することが復興への使命」

と述べている。 

 
写真5 CRFUにてTim Gilkison氏と筆者ら 

永松(左)、舩越(右) 
 

②Christchurch Boy’s High School 
   (2012/2/14 10：00～11：00) 
 Rugby club Director 
   Stephen Dods氏 
 Community Relations Manager 
    Lisa Marr氏 
 
 クライストチャーチボーイズハイスクール

（CBHS）は、市街地に位置する約 130 年の歴史

を持つ名門公立校である。本調査を行うに当たり、

被災地の学校における影響を把握するために調査

訪問した。 
 CBHSでは、およそ 10％（1500名中 120名）の

生徒が家庭の問題（家の都合、父親の失業）で学

校を一時離れなければならなかった。また、教職

員 80 名のうち 15 名が家を失い、2～3 週間仮設テ

ントで避難の後、今でもホテル、モーテル暮らし

を強いられている。（但し、その場合 1 年間政府か

らの援助を得られる。） 
 震災による生徒たちへの影響としては、周辺道

路や建築物への被災により、通学に長時間を要す

るためにスポーツ活動が出来なかったり、地域の

ショッピングセンターが閉鎖されたため風紀の良

くない他の地域まで行かねばならず、悪い影響に

感化されたりする傾向がみられている。カウンセ

ラーが常駐しており生徒のメンタル面をサポート

しているが、最近生徒のテンションが高まってき

ており、教職員達は危惧している。 
その他、家族の失業により、授業料を払えない

という問題がクラブに対してだけでなく、学校の

問題として取り上げられている。家族の失業に関

しては、市街地において主にサービス業が震災以

降クローズしているため女性の雇用に大きく影響

している。 
 校舎の一部が使用不能となっており、未だ修復

のめどは立っていない。また、グラウンドは液状

化現象で被害を受けた。保護者、コミュニティー、

OB の援助で修復をしたが、降雨の後には地面がデ

コボコのまま固まってクリケットはできない。震

災後、多く周辺住民が一時家族で避難したが、学

校施設は使用されなかった。 
 経済的な影響としては、政府の復興方針が不安

定なため市民の同意を得られておらず、先行きが

不透明な状態である。特に今年度は、海外からの

留学生の受け入れが出来なかったため、授業料収

入には若干の影響が出ている。 
 
③New Brighton RFC 
  (2012/2/14 16：00～17：00) 
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  Rugby Development Officer 
    Roddy Butt氏 
 
 ニューブライトン RFC はカンタベリー地域にお

いて常に上位に位置する強豪であり、その所属メ

ンバーは遠くから通っているケースが多く、大人

に関してはメンバー増減にほぼ影響なかった。し

かし、周辺地域に居住していたジュニアメンバー

は多くが移動していなくなった。同地域の他チー

ム（サムナー、リトルトン、シェリー）は地元在

住のメンバー多いため、影響が大きい。 
震災後、クラブとして取り組んだ活動としては、

地域住民に対してグラウンドを開放し、地域ハイ

スクールでコーチングを行った。震災によって子

供に与えた精神的なインパクトが強く、プレー中

にレフェリーに対するクレームが増えるなど、親

の悪影響を受けている傾向があったので、子ども

達には注意を促した。 
 比較的震源に近く、周辺の家屋や建物に対する

被害は大きかったが、クラブの建物、グラウンド

への影響はほぼなかった。 
 日本を含めて海外からの支援はユニオンにはあ

ったが、クラブにはなかった。ユニオンも財政的

には厳しい状態なのでやむを得なかった。クラブ

内のバーの収益も激減しており、運営資金面に影

響が出ているため、もし支援を望むならば、経済

的な支援を最も必要としている。 
 
④Christchurch FC 
  (2012/2/15 9：30～10：30) 
  Rugby Development Manager 
    Mike O’Donovan氏 
 
 クライストチャーチ FC は 1863 年設立の NZ で

最も歴史を有する強豪クラブであり、市街地近郊

に位置している。今回の震災では、家族の失業な

どの被害、子どもへのダメージなどもあまり見ら

れず、メンバーへの影響とともに施設、グラウン

ドへの大きな被害も少なかった。そのため、一時

的な閉鎖後の再開によってメンバーはすぐに復帰

してクラブ人数に変化はなかった。周辺クラブで

被災した人は、もっと遠くの他地域へ移動したた

め、他クラブからの流入も見られなかった。被災

したことによって、震災前は 13 チームがそれぞれ

バラバラに活動していたが、震災後お互いに団結

して結束が高まった。 
 被害が少なくメンバー数にも大きな変化がなか

ったため、海外のクラブから応援メッセージなど

があったが、具体的な支援は受けなかった。多く

のメンバーをオールブラックスやクルセイダース、

州代表チームに送り込んでいるが、それらのチー

ムがゲームを行い勝つことが住民に勇気を与える

と考えているので、それをクラブとして支えるの

が現在の使命だと捉えている。 

 
写真6  Christchurch FCが所有するモーテル 
 
⑤Linwood RFC 
  (2012/2/15 13：00～14：00) 
 Rugby Manager 

Scott Hansen氏 
 
 リンウッド RFC は震源地と市街地の中間点に位

置し、周辺地域とともにクラブに対して大きな人

的要素、施設的な要素において被害を受けたクラ

ブのひとつである。 
周辺地域で家屋などに被害を受けた住民が多く

他地域に移動をしたため、もともと 450 名の在籍

メンバーが震災後 180 名まで激減した。特に子供

や若いメンバーの心理的影響が大きく、「眠れな

い」、「家に帰れない」という声を頻繁に聞いた。

震災直後には、クラブメンバーが周辺家屋の修復

を支援したり、クラブハウスを開放したりして地

域住民に対して水の配給を行った。 
グラウンドはひび割れが発生して、液状化現象

により大きな被害を受けた。それらの修復につい

ては自分たちで出来ることはしたが、専門業者に

も依頼を要した。また、建物へのクラック、壁の

ゆがみなど施設的な被害は大きかった。その影響

でバー、ホテル、レストランが営業できず収入が

激減した上にクラブハウスなどの修復費用は市の

管理となるため、修理の可否は市の判断次第とな

っている。ただ、クラブの存続を左右するくらい

の多額な修復費用が見積もられているため、先行

きは不透明な状態であり、経済的、人的な支援が

最も必要である。 
クラブ出身者のクルセイダースでの活躍が住民
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にとっては日常的なことであり、この日常的なこ

とを出来るだけ早く回復することを目指している。

また、NZ においても住民同士が「隣人を知らな

い」「家族の知り合いを知らない」といった問題が

起きている。今回の被災を契機に地域のコミュニ

ティーづくりの必要性が高まってきている。それ

らを達成するためにクラブマネジャーとして、①

施設の改善、②復興に対して前向きな姿勢での取

り組み、③メンバーに対して楽しむことを浸透さ

せていく、といったことを継続して促進していき

たい。 
 
⑥University of Canterbury 
  (2012/2/15 16：30～17：30) 

School of Sciences and Physical Education 
Hugh Galvan氏 

 
 Hugh Galvan氏はカンタベリー大学のRFCのコ

ーチであるとともに CRFU のコーチを兼任してい

るため、大学のラグビークラブや学内施設の被災

状況に加えて CRFU に対する影響についてインタ

ビューを行なった。 
 カンタベリー大学 RFC では大きな人的被害はな

かったが、トップレベルの 2 名がここではプレー

できないという理由でオタゴに移動した。一般の

学生はそのようなことはないと思うが、復興に向

けた作業や勉強をしたり、その合間にトレーニン

グをしたりしなければならないので多くの時間が

失われている。そのため、肉体的な疲労の蓄積が

見られるので、メンタル面でのリフレッシュが必

要だと思われる。 
大学内の施設的な被害状況としては、講堂、レ

クチャールーム、ラグビークラブハウス、チャー

チなどは被害を免れたが、現在でもいくつかの校

舎が使用不能のままになっている。そのため、ラ

グビーグラウンドに仮設オフィスや教室を設置し

なければならない状況となっている。 
地域のクラブや住居が被災したのを受けて学生

たちが自主的に施設の修復や復興のためボランテ

ィア活動を行った“Student Army”が活躍してい

る。このような活動を通して、クラブメンバーの

一致団結が見られた。 
CRFU に対する影響については、RWC における

ゲーム、事前キャンプが見送られたことによる経

済的な損失の大きさを挙げている。また、クライ

ストチャーチを中心とする周辺地域のホテルやモ

ーテルが復興作業の人員によって占められており、

ツーリストがやってこないので、観光による経済

復活も当分の間は期待できない。 

 多くのクラブが運営維持費以上に今回の修復費

用が掛かるという見積もりを抱えており、非常に

厳しい状況がしばらく続くという見通しを示して

いる。 
クルセイダースの試合では観客動員できるが、

収容力のあるスタジアムが限られるので、一極集

中している。新スタジアムの完成に期待したいが、

取り壊しの進んでいる AMI スタジアムほどの収容

能力がないので、これも収益減になっていく可能

性がある。 
 

⑦Sumner RFC 
 （2012/2/16 8：30～9：30） 

Past President 
Graham Rule氏 

 
 サムナーRFC は震源地に近い地域で活動してお

り、被害の大きかったクラブである。 
 震災後、家族で一時避難をしたメンバーが多か

ったので、クラブメンバーが約 30％減少した。し

かしながら、夏になってから少しずつ戻りつつあ

る傾向にある。特に女性の方がメンタル面でダメ

ージを受けてトラウマになっている。 
 クラブハウスなどの建物の被害は少なかったが、

3 つのグラウンドのうち、2 つが被害を受けて現在

に至っても使用不能な状態となっている。このグ

ラウンドの被害と修復については保険会社が補償

をしており、現在交渉中である。今回の調査の中

では唯一保険会社による補償の可能性を持つケー

スであった。 
 RWC からの収益が得られなかったため、ユニオ

ンからの経済的な援助はとても少なかった。しか

し、海外から来た選手の所属会社（日本：トヨ

タ）から寄付金という形で支援を得ることが出来

たので、修復のための費用の一部に充てた。 
 震災時にはクラブの損害が大きく、地域のサポ

ートはほとんどできなかった。今後のクラブ復興

には①メンバーが戻ること、②グラウンドの修復

が重要課題としてあげられ、全ての要素を含めて

経済的な力（お金）を必要としている。 
 
⑧Lyttelton RFC 
  (2012/2/16 13：00～14：00) 

President 
Clinton Norris氏 

 
 リトルトン RFC は今回の調査クラブの中で最も

震源地に近く、周辺地域における住居や建築物の

被災状況においてダメージを受けており、未だ修
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復が進んでいないクラブである。 
 震災後、クラブメンバーはジュニアメンバーが

約 30％、大人の約 50％が減少した。震災直後は周

辺企業からクラブに対して支援を得たが、その後

クラブメンバーが周辺地域のクリーンアップを手

伝った。 

 
写真7 被災後、復興が進まないLytteltonの町 
 
周辺地域の施設的な被害は大きかったが、グラ

ウンドのダメージはほとんどなかった。また、ク

ラブハウスに関しては、老朽化が進んでいたので 5
年前に売却しており、現在は近隣レストランを一

時的に間借りしていた。そのため施設的な損害も

なかった。 
旧クラブハウスはグラウンドから離れた場所に

位置していたため、新しいクラブハウスはグラウ

ンド近くで 150 名程度を収容できて、子どもが遊

べるような設備を持ったものを再建したいと考え

ている。現在、役所の承認を待っているが、周辺

地域の被災状況を考慮すると 4～5 年は必要かも知

れないという見解を持っている。 
おそらくメンバー減少が最も著しく、損害状況

が大きいからという理由で、カンタベリーユニオ

ンの震災復興基金から突然「支援する」と連絡が

あり、金銭的援助を得られた。 
 クラブの復興のために、最も必要な要素は新し

いプレイヤーの確保をすることであり、ゲームに

勝ち続けることでチームにメンバーが戻ってくる

と考えている。 
 
⑨Parklands RFC 
（2012/2/16 15：30～16：30） 

President 
Maulice Lawlor氏 

 
 パークランド RFC は、今回の調査対象クラブの

中で唯一、子供に特化した方がランニングコスト

の効率がよいという理由でジュニア（6～13歳）の

みを対象としたクラブで約 180 名のメンバーを有

している。この地域には、5 人のオールブラックス

プレイヤーが現在居住しており、また個人事業主

も多く、生活水準が比較的高い地域である。 
 2010年 9月と 2011年2月の 2回の震災以降も、

6 月、12 月と地震があったので、その影響で現在

もラグビーをできない状態である。そのため、現

在は毎月第 2 土曜日に保護者を含めた懇親会を継

続的に行っており、毎回約 200～250 名の参加者が

ある。 
地震発生時に学校のプールがあふれたり、住居や

周辺道路が壊れたりしたのを見た子供たちは今も

おびえており、親の心配が子供に伝わっている。

RWC 開催前や期間中はお祭り気分で盛り上がって

いたが、終了後の 12 月の地震でまた元のネガティ

ヴなムードに戻ってしまった。学校施設も被災し

ており、授業を 2 回（8：30～13：30、13：30～
18：30）に分けて行わなければならないので、ク

ラブとして活動する時間が得られない現状である。 
もともとクラブハウスは所有せず、地域コミュ

ニティセンターを使用していたが、震災後は学校

のホールを借用している。震災後特に学校管理者

としっかりコミュニケーションがとれており、連

携はうまくいっている。そのため施設の借用もう

まくいっている。 
グラウンドは市から借りているが、震災の影響

で液状化し、使用不能となった。今は修復して使

用可能となった。 

 
写真 8 震災直後、液状化によって使用不能にな

ったParklands RFCのグラウンド 
    (Maulice Lawlor氏 提供) 
 
地域の住居や建物などにはダメージがないよう

に見えるが、地盤とともに家屋の土台に損傷が見

られているケースが多いので、これからまた地震

が継続すると危ない。被災直後、ライフラインの
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回復に時間がかかり、特に水の確保が困難だった。 
CRFUから 2000ドルの援助があった。ただ、メ

ンバーの減少で年会費も大幅に減少をし、その回

復には約4～5年は必要とみている。 
 
５．まとめ 
 
 2011 年 2 月 22 日、NZ・クライストチャーチを

中心に発生した大震災は、多くの家屋や建造物の

倒壊、液状化被害の影響に代表される交通機能の

破壊を伴って、数多くの尊い人命を奪う災害とな

った。その影響は現在もなお、多くの人々の生活

に及び、震災からの復興を困難なものにさせてい

る。しかし、NZ には我が国よりも地域住民に根付

いた各種スポーツクラブが存在しており、特に NZ
の国技ともいうべきラグビークラブが数多く点在

している。NZ 人にとってラグビーはまさに文化で

あり、多くの国民の生活に組み込まれている。 
  今回の研究を通して、震災とスポーツクラブの

関係をまとめることができる。 
 
a)人的要素  
・カンタベリー協会としてラグビーを提供し続け

ることが復興への使命。クライストチャーチの復

興にラグビーという国民的なスポーツが関わる力

は大きい。(CRFU) 
・クライストチャーチ市内のショッピングモール

が一つしか残っておらず、生徒がそこに遊びに行

くが風紀が悪く、非行に通ずる悪い影響に感化さ

れる恐れある。カウンセラーがメンタル面をサポ

ートしているが、最近、落ち着きがなくなってい

る様子がみられ危惧している。（Christchurch Boy's 
High School） 
・子供たちの精神的なインパクトが強い。(New 
Brighton RFC) 
・震災後、お互いに団結して結束が高まったよう

に思われる。クルセイダースがリーグ戦に出場し

ゲームを行い、勝つことが住民に勇気を与える。

それをクラブとして、また、指導者として支えた

いと思う。（Christchurch FC） 
・平素からクラブ出身者がクルセイダースで活躍

することが日常的なことであったので、この日常

的なことが継続されることこそ人々に安心を与え

る。NZ においても日本と同様に「隣人を知らな

い」「家族の知り合いを知らない」といった問題が

起きている。コミュニティーづくりが必要。

（Linwood RFC） 
・カンタベリー大学の学生たちが自主的なボラン

ティア活動“Student Army”として活躍し、クラ

ブメンバーの一致団結が見られた。しかし肉体的

な疲労の蓄積が見られるので、精神的なのリフレ

ッシュが必要。（University of Canterbury） 
・女性の方がメンタルなダメージを受けており、

時々の大きな余震がさらに不安感を与えており、

トラウマになっている。（Sumner RFC） 
・最も必要な要素はクラブのメンバー、特に試合

で活躍できるプレイヤーの確保である。勝ち続け

ることでチームにメンバーが戻る。（Lyttelton 
RFC） 
・震災以降もラグビーをできないので、毎月第 2
土曜日に保護者を含めて懇親会を行っている。

（Parklands RFC） 
 
b)物的要素 
・海側の施設に被害が大きく、被害の少ない内陸

側地域で復興を促進している。(CRFU) 
・グラウンドの被害は保護者、コミュニティー、

OBの援助で修復。（Christchurch Boy's High School) 
・震源に近く、周辺家屋などの被害が大きかった。

(New Brighton RFC) 
・グラウンドはひび割れ、液状化現象で被害。建

物へのクラック、壁のゆがみなど被害大。

（Linwood RFC） 
・いくつかのビルが使用不能、ラグビーグラウン

ドに仮設オフィス、教室を設置。（University of 
Canterbury） 
・グラウンドの被害があるが保険会社が補償。

（Sumner RFC） 
・震源地に最も近かったがグラウンドのダメージ

はほとんどなし。クラブハウスは売却した後だっ

たので、施設的な損害もなし。（Lyttelton RFC） 
・グラウンドは市から借りているが、震災の影響

で液状化、使用不能となった。（Parklands RFC） 
 
c)財政要素 
・IRB からの支援、基金団体を作ってグラウンド

の修復（100 万ドル）。グラウンド以外にも資金の

配分を検討している。(CRFU) 
・メンバーの脱会によるクラブの収益が激減。財

政的な支援が最も必要である。(New Brighton RFC) 
・修復費用は市の管理となるため、修理の可否は

市の判断次第。ただ、クラブの存続を左右するく

らいの金額が見積もられている。（Linwood RFC） 
・維持費以上に今回の修復費用が掛かるかもしれ

ないという見積もり。（University of Canterbury） 
・海外からの選手が寄付金。復興には①メンバー

が戻ること、②グラウンドの修復、すべてを含め

て経済的な力（お金）が必要。（Sumner RFC） 
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・メンバー減少が最も著しく損害が大きいため、

CRFU から金銭的援助を得られた。（Lyttelton 
RFC） 
・CRFUから 2000ドルの援助があった。しかし、

回復するには4～5年は必要。（Parklands RFC） 
 
本研究は、大災害の発生時に被災地域に立地す

る地域スポーツクラブが災害復興を目指す地域住

民に対して、どのような機能を提供できるかを検

証していくことである。 
今回の調査で得られた災害時における地域スポ

ーツクラブの果たした機能的な効果としては、実

際に被災した住民の避難場所であったり、寸断さ

れたライフライン中でも特に水の供給を賄ったり

という被災者支援の様子が伺えたが、それ以上に

機能したのはクラブに所属するメンバーのみなら

ず周辺住民に対する精神的な支えとしての存在価

値である。つまり、震災による被害を受けた各地

域の住民は住み慣れた住居を放棄したり、職業を

失ったり、通いなれた学校を移らざるを得ない状

況に追い込まれて、日常的な生活を奪われたこと

による心理的なダメージを多くの人々が受けてい

る。この傾向は女性や思春期を迎えている若年層

に対して特に多く見られ、様々な心理的なストレ

スを抱えている。 
NZ の人々はその奔放な振る舞いと雄大な国土に

育まれてきた背景から、災害という局面に立たさ

れても我々のインタビューに対してポジティヴな

発言内容が多く見られたが、それはネガティヴな

発言をすることによって精神的な悪循環を招かな

いための自己防衛的な行動であるということに気

づかされた。災害に対する内面的なダメージを緩

和するためには、被災者各々に心理的な支えを持

つことが必要である。その心理的な支えとは家族

であり、地域のコミュニティーであり、積極的な

他者との関わりを促進する「場」が必要である。 
数名の RFC マネジャーが復興に向けての課題と

して挙げた「ラグビーを提供し続けること」「代表

チームにメンバーを送り込むこと」「ゲームに勝つ

こと」というのは、いわば失われた地域住民の

「日常性」を一時的であっても取り戻す瞬間であ

り、それがクラブの使命であると述べている。NZ
にはこの地域スポーツクラブの存在により、家族

を含めた地域コミュニティーが確立されており、

そこを中心としたクラブと地域住民との間の相互

作用が災害時の復興支援に大きな影響をもたらし

ていることが今回の調査で得られた。 
今回の調査では、スポーツクラブ自体の被害の

把握や、クラブ運営への影響も聞き取りながら、

スポーツクラブがどのように地域社会に対する手

助けを行なうことができるのかを探った。多くの

クラブマネジャーが語ったように、「クラブメンバ

ーが戻り、多くの人がクラブに集まることによっ

て、その対応は拡大することができる」という

“集いの場”としての重要性を再認識させられた。

常に地域住民の集いの場所となっているというス

ポーツクラブの自負の背景には、普段からスポー

ツクラブの活動に利用している公園の管理責任組

織としての役割を果たそうとする意気込みと、甚

大な被害であるからこそネガティヴな言動をとら

ないようにする心遣いを垣間みた。 
災害復興が現在も遅々として進んでいない被災

地各所の現状において、災害の影響を受けた各ク

ラブではその再生に長い年月を要するとの見解を

示している。地域スポーツクラブの機能を多面的

に把握するためには今後も継続して復興状況や各

クラブの復興支援状況を追跡することが求められ

る。 
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