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英 国 グ ラウ ン ドワ ー クの試 み

―パ ー トナー シ ップ型地域再 生のためのNPO―

中 林 浩(平 安女学院短期大学)

グラウン ドワー クを学ぶ意義

イギ リス に お け る グ ラ ウ ン ドワ ー ク ・トラ ス

トの 運 動 は,困 難 地 域 の 再 生 の方 策 と して,わ

が 国 にお い て もに わ か に脚 光 を浴 び て い る.グ

ラ ウ ン ドワー ク は1981年 サ ッチ ャー 政 権 の初 期

に 創 設 さ れ,主 要 に 環 境 創 造 を 目 的 と す る

NPOl)で あ る.メ ー ジ ャー 政 権 を経 て,ブ レ

ア政 権 下 で もな お発 展 して い る グ ラ ウ ン ドワ ー

クの 事 業 へ の 興 味 は次 の よ う な点 にあ る.

第一は,グ ラウンドワークは民間資本の投入

される可能性 も少なく,公 共投資の対象 となり

にくい,放 棄 された採炭地跡 ・土壌汚染地域な

どアーバ ンフリンジ(都 市縁辺部)や インナー

シティを対象 とする地域再生の新 しい事業 とし

て定着をみていることである.そ して,少 数の

地域での活動にとどまらず,イ ングラン ド・ウ

ェールズでは大規模に展開されていることであ

る.

第二は,複 数主体のパー トナーシップを前提

とする地域再生の具体的なあ り方を示 している

ことである.中 央 ・地方政府,民 間営利団体

(企業),コ ミュニティ ・非営利団体の三つのセ

クターのパー トナーシップ2)が 本格的なものと

なってい る.イ ギリス とい う国が都市農村計

画 ・地域開発の先進地であ り,ま たナショナル

トラス トはじめ保全型NPOの 伝統を有する国

でであることは周知のことだが,新 たにパー ト

ナーシップを目的的に追求す る再生型NPOが

誕生 している.

第三は,環 境と経済 ・社会のサステイナビリ

ティ3)の 統合の意味を示す具体的な事業が実践

段階に入っていることである.環 境を健全に保

つためには産業 とコミュニティの安定が前提と

なることを欧米社会は熟知している.地 域をサ

ステイナブルなものにするには,環 境だけ切 り

はなして考えられず,地 場産業 と住民組織の力

量を高めることが欠かせない.三 セクター問の

パー トナーシップをっうじて地域の環境改善を

す るのがグラウン ドワークの最大の特徴であ

る.子 どもか ら老人までの生活を対象とし,防

犯からレクリエーションまで政策の守備範囲が

広い.子 どもたちの環境教育の場づ くりや失業

青年の地域事業への参加をことさら企図 してい

る.さ らに企業の社会的貢献のあ り方,環 境保

全をビジネスにす る可能性など,新 しい経済の

しくみを示唆 している.

第四は,EUの 地域政策の動向を如実に反映

していることである.1980年 代後半か らヨーロ

ッパは単一市場形成にむけて一つの国家かのよ

うな性格 を有するようになった.「 地域か らな

るEU」 といわれるように現存の国家の中央政

府 をとば し,直 接地域との連携 もうみだしてい

る.と りわけ農村 と産業衰退地域の対策を手厚

くしている.ま た環境政策をめぐっては,地 球

温暖化防止の主張にみられるとお り,米 日とは

対照的に積極的な動 きをしている.EUの なか

で,イ ギ リスは通貨統合に消極的であるのをは

じめ特殊な位置をしめている.地 理的には大陸

になく島国であるとともに,産 業革命を最初に

経験 し,そ のさまざまな矛盾を最初に経験 し,

またそれへの対処の歴史 も相対的に長い.ナ シ

ョナル トラス トに代表される自然保全の運動の

歴史もある.そ の歴史的文脈のなかでグラウン
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ドワークの営みはイギリス社会の特徴 を際だた

せている.

これらはそれぞれわが国の都市計画行政 ・環

境行政のなかで問いかけられ,地 域開発 ・都市

計画関係者か らは注 目すべ き観点だとなってい

るテーマである.本 稿では都市 と農村の関係を

めぐるイギリスの計画行政の歴史をふ り返 りつ

つ,1980年 代に生まれたグラウンドワークの概

要をまず整理し,1990年 代の展開にふれ,そ の

いくつかの事例を紹介 したい.

都 市周辺 部 ・カ ン トリーサ イ ドをめ ぐ

るイギ リスの計画 行政

グラウンドワークを考察するにあたって,そ

の焦点となる都市 と農村の相克をめぐる歴史を

概観 しておきたい.「 ヨーロッパは都市が美 し

く,イ ギリスは農村が美しい」 といわれる背景

には,イ ギリスでは,農 村 を農業生産の場とし

てだけでなく,生 活環境 として の質を確保する

ものとして重視 し,よ りよい視覚的状態 をも意

識的に追求する歴史がある.

近代都市計画の創始者といってよいR・ オー

エンは資本主義のもたらす害悪,大 都市の生活

環境の悪化をまのあた りに し,工 業実験村の建

設を試みた.肉 体労働 と精神労働,農 業 と工業

の融合の必要を説いた.か れの都市 と農村 をめ

ぐる問題意識を受け継いだ科学的社会主義は,

資本主義社会における地域の構造を 「都市と農

村の対立」 という概念に定式化 した.20世 紀の

現実はそのように進行 した.1900年 前後には

E・ ハワー ドも土地経営的な観点か ら 「都市と

農村の結婚」をもくろみ,双 方の利点を兼ねそ

なえるべ く田園都市を実現 した.1909年 に世界

で初めての都市計画法が成立するが,1932年 法

からは 「都市農村計画法(TownandCoun七ry

PlanningAct)」 とな り,や や他の資本主義国

と異なる名称をもつことになる.イ ギリスの都

市計画制度の初期の段階から,市 街地でない部

分のあ り方が都市の対極に置かれ意識 され続け

たのである.歴 史的建造物 と海岸や森林の自然。

保護を目的とするイギリスで最大の土地所有者

ナシ ョナル トラス トも1895年 に結成されてい

る.

第二次大戦後のイギリスにおいては,初 期の

農村政策は国立公園に焦点がおかれた.国 立公

園制度自体 はアメリカ合衆国がはじめたもので

あり,カ リフォルニア州ヨセ ミテの保全運動の

高揚のなかで生まれた.自 然状態 を厳格に保全

する目的をもち,そ のために相反する行為であ

る人間のレクリエーション利用を図る制度であ

る(実 際の指定はイエ ロース トーンが最初で

1872年).合 衆国のグラウン ドワーク ・トラス

トが国立公園局 との連携のもと1996年 に結成 さ

れてたのは興味ぶかい.

当然 同 様 の 理 念 で各 国 の 国 立 公 園 が 次 つ ぎに

生 ま れ る が,イ ギ リス の 国 立 公 園 制 度 は,1949

年 の 国 立 公 園 お よび 田 園 地 域 接 近 法National

ParksandAccesstotheCountrysideAc七 か ら

始 ま る.都 市 農 村 計 画 法(1932年)の も とで,

国立 公 園 制 度 が 議 論 され た が 制 定 に い た らな か

った 経 緯 が あ る.し た が っ て,日 本 の1931年 よ

り もず い ぶ ん 遅 れ る.イ ギ リ ス の 国 立 公 園 の 目

的 は,特 徴 的 な 自然 景 観 美 を保 存 す る こ と と,

そ う した 空 間 を楽 しむ た め に公 衆 が接 近 で きる

可 能 性 と施 設 を 十 分 に 供 給 す る こ と で あ っ た.

ま た,ワ イ ル ドラ イ フ と歴 史 的価 値 の あ る建 築

や 場 所 を 適 切 に保 存 す る こ と,既 存 の 農 業 を効

果 的 に維 持 す る こ と も 目的 と さ れ た.同 法 の も

と,1951年 か ら1957年 ま で に,イ ン グ ラ ン ド

と ウ ェー ル ズ で10箇 所1万3500平 方 キ ロが 国

立 公 園 に 指 定 され て い る.そ れ に準 ず る 自然 美

卓 越 地 域 が,38箇 所2万 平 方 キ ロあ り,国 土 の

13%を 覆 っ て い る.イ ギ リス の 国 立 公 園 は,ア

メ リカ合 衆 国 と違 い,お も に私 有 地 で 構 成 され

て い るの を特 徴 とす る.

ス コ ッ トラ ン ドで1967年,イ ング ラ ン ドとウ

ェ ー ル ズ で1968年,田 園 地 域 法Coun七ryside

Actが 成 立 す る.自 然 美 と農 村 の 快 適 さ を守 る

要 請 か らの 立 法 で あ る.政 府 に 田 園 地 域 委 員 会

CountrysideCommissionが 設 立 され,具 体 的

な事 業 を に な う こ とに な る.こ の 田 園 地 域 委 員
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会 の 実 験 事 業 が グ ラ ウ ン ドワー ク ・ トラ ス トを

実 現 す る契 機 とな っ て い る.

1980年 代 に は1940年 代 に始 ま っ た グ リー ン

ベ ル ト政 策 に も変 化 が 起 き る.グ リー ンベ ル ト

の 本 来 の 目 的 は大 都 市 地 域 の 市 街 地 の拡 大 を防

ぐ こ とで あ った が,広 域regional計 画 の柱 と し

て 位 置 づ け られ,景 観 上 ・レ ク リエ ー シ ョン機

能 上 の 意 味 を よ り増 した.

こうした歴史で気がつ くことは,イ ギリスに

おいては都市同様,農 村 ・非市街地のあ り方に

おいても,地 域の視覚的状態の保全やレクリエ

ーション利用への観点をつよくもっていたこと

である.急 峻な山岳地域の少ないから地形的に

も,国 立公園制度 と農村政策 と一体であった.

1960年 代には,日 本 とは違い都市か ら隔絶 した

農村部が少ないため,自 動車の普及により農村

人ロが増加する.1970年 代には,農 村部でも非

農業者の混入をうけて農業者を巻 きこんでのパ

ー トナーシップ型の再生手法への期待が高まる

ことになるのである4).

このように都市と農村の境界のあ り方,非 農

業生産地 と農業生産地 ・山林の関係,そ して農

村の快適 さをも,主 要な関心事 として計画行政

は展開する.計 画行政は資本主義機構 をよりす

るためにすすめられるが,ま たその矛盾を繕 う

べ く展開し,そ の成果が美 しいカントリーサイ

ドを実現 してきた.

イギリス社会は世界でもまれなほど地域美の

追究 してきたのだが,1970年 代にこうした行政

の狭間にあり抜けおちるのは,イ ンナーシティ

とアーバンフリンジであった,民 問資本の投入

を誘引できる地域ではないアーバンフリンジの

問題を動機 として出発す るグラウンドワー ク

は,行 政 ・企業 ・住民をつなぐパー トナーシッ

プ型地域再生を担 うべ く登場 した.サ ッチャー

政権の地域政策の一形態 として生まれたが,上

述のような政策の伝統をも受け継 ぎつつ誕生し

たのである.

グラウン ドワ―ク成立 の背景

1970年 代 は,不 況 と失 業 が 顕 著 な問 題 と な り,

誇 るべ き福 祉 国 家 の 維 持 が 困 難 に な っ た.都 市

衰 退 とい う現 象 が きわ だ っ て きた.と りわ け イ

ン ナ ー シ テ ィ 問 題 が ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ る.

1978年 に は労 働 党 政 権 の も とイ ンナ ー都 市 地 域

法 が 成 立 した が,す ぐに1979年 に は保 守 党 サ ッ

チ ャ ー政 権 に替 わ る.1979年 に サ ッチ ャー 政 権

は周 知 の よ う に民 間活 力 路 線,小 さ な 政 府 論 を

展 開 し,労 働 党 の つ よい 自治 体 の権 限 を 削 減,

市 場 メ カ ニ ズ ム を重 視 し政 府 組 織 の市 場 化 を図

っ た.民 間 型 都 市 開 発 を大 胆 に展 開 し,UDC

(UrbanDevelopmenもCorporations)やEZ

(EnterpriseZones)を 設 定 し,ま た1979年 か

ら1983年 に か け て は公 営 住 宅 の 売 却 政 策 を と っ

た.さ らに行 政 執 行 部 門 をエ ー ジ ェ ン シー化 し,

大 ロ ン ド ン県(GLC))の 廃 止 を断 行 した.政

権 樹 立2年 目1981年 に 早 くも グ ラ ウ ン ドワー ク

トラス トで きる.NPOで は あ るが,こ う した

政 策 動 向 の なか で政 府 の バ ッ ク ア ップ の も とに

結 成 され た.

グ ラ ウ ン ドワ ー ク の 試 み を評 価 す る にあ た っ

て,さ ら に二 つ の 政 治 的 背 景 を述 べ て お か ね ば

な らな い.一 つ に はパ ー トナ ー シ ップ につ い て

で あ る.1970年 代 の地 域 再 生 に お い て も中央 政

府 と地 方 政 府 の連 携 「パ ー トナ ー シ ッ プ」 が 強

調 され た が,行 政 ・企 業 ・コ ミュ ニ テ ィ三 者 の

パ ー トナ ー シ ップ は1990年 こ ろか らク ロ ー ズ ァ

ップ され る。 ア メ リ カ にお け る 三 セ ク ター 問 の

パ ー トナ ー シ ップ は1980年 代 か ら盛 ん で,マ イ

ノ リ テ ィが 多 く治 安 の 悪 い 都 市 中 心 部 を抱 え,

ホ ー ム レス 問題 に悩 む ア メ リカ社 会 が 生 み 出 し

た もの で あ る5).そ の 影 響 も受 け,1990年 に メ

ー ジ ャ ー 時 代 に な る と
,し だ い にNPOや 地 域

コ ミ ュニ テ ィを ま き こ ん だ形 態 の 追 求 が 顕 著 な

もの と な る.1991年 イ ンナ ー シテ ィ再 生 事 業 で

あ る シ テ ィ ・チ ャ レ ン ジ を創 設 し,独 創 性 ・実

現 性 ・統 合 性 の あ る 事 業 を 展 開 し よ う と した

(実 施1992～1997年 〉.た だ イ ンナ ー シテ ィ を

中 心 に指 定 は31箇 所 にす ぎな い.し か しなが ら,
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従 来 の 開発 と決 定 的 に 違 うの は コ ミュ ニ テ ィ ・

セ ク ター を含 む パ ー トナ ー シ ップや コ ミュ ニ テ

ィ ・イ ンヴ ォル ヴ メ ン ト(住 民 参 加)の 方 向 を

本 格 的 に追 求 した こ とで あ る.イ ネ ー ブ リ ン グ

(自立 を促 す こ と),キ ャパ シテ ィ ・ビル デ ィ ン

グ(能 力 形 成)と い っ た コ ミュ ニ テ ィの 主 体 性

を 強調 す る こ とば が キ ー ワー ドとな っ た6).

イギリスでは1980年 代前半には都市暴動を経

験 し,EUの 動向も反映 し,環 境 ・都市 も政治

全体のなかの焦点となって きた.政 策のあ り方

も,1980年 代後半から1990年 代にはい り,質

的変化をともない展開する.民 活路線は大企業

の投資要請に応え,ま た政府の公的責任を放棄

し,国 民 ・市民に自助努力を強いる傾向をもつ

が,コ ミュニティの自立を促す姿勢とも表裏の

関係にある.小 さな政府論 ・自治体の権限削減

は自治体の硬直化への反動でもあ り,自 治体の

新しい役割を模索 したり地域 自体がみずか ら問

題解決の方策を考える気運 ともなった.サ ッチ

ャー政権後半のこの動向が メージャー政権での

政策シフ トにつながった.

シテ ィ ・チ ャ レ ンジ を受 け て,再 生 事 業 が 本

格 的 に展 開 さ れ る の が1993年 のSRB(Single

RegenerationBudget単 一 地 域 再 生 予 算)で,

5省 に また が る 地域 再 生 の20ほ どの事 業 の統 合

した.NPO・ コ ミュ ニ テ ィ を含 む パ ー トナ ー

シ ップ を組 み,ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィの あ る と見

な され る事 業 に補 助 金 を 出 す.広 域Reagionの

レベ ルで 配 分 され る.自 治 体 と コ ミュ ニ テ ィの

役 割 を よ り明 確 に して,長 期 の パ ー トナ ー シ ッ

プ型 事 業 の 可 能 性 が で きあ が っ た7/.グ ラ ウ ン

ドワ ー ク は こ う した再 生事 業 予 算 を積 極 的 に 活

用 す る こ と に な る.1997年,労 働 党 ブ レア 政 権

が 成 立 し,保 守 党 政 権 の 試 み を受 けつ ぐ.市 場

メカ ニ ズ ム重 視 し,国 民 ・コ ミュ ニ テ ィの 自立

と責 任 へ の サ ポ ー トをす るが 国 家 の役 割 で あ る

とい う姿 勢 を とっ た.パ ー トナ ー シ ップ 型 再 生

事 業 を さ らに い っ そ う押 し進 め よ う と し,グ ラ

ウ ン ドワー ク との 関 係 も継 承 され る 即.

も う一 つ はEUと の 関 わ りで あ る.1980年 代

に は い る と ヨー ロ ッパ の 単 一 市 場 形 成 に む け て

CAP(共 通農業政策)を 大規模 に展開する.す

なわちCAPはEUの 予算の約半分を加盟国の農

村後進地域に投 じた.イ ギ リスでも農産物過剰

のなかで休耕地をた くさんかかえるなど,農 村

はその圧迫を受けた.非 農業者の農村への混入

がすすみ,住 民みずか らが地域に対する政策能

力を高めることが課題となった.

EUは 環 境 問 題 へ の 対 応 に積 極 的 で あ る と と

もに,予 算 の約3分 の1を 構 造 基 金 と し都 市 部

を含 む 後 進 地 域 の 再 生 に 乗 りだ し た.EUの サ

ス テ イナ ビ リテ ィ政 策 と して の 展 開 は1993年 か

ら本 格 化 す る.地 球 温 暖 化 防 止 な ど環 境 問題 へ

の 戦 略 を は じめ,汚 染 土 壌 の 浄 化 や 都 市 部 の 衰

退 地 区 ・マ イ ノ リ テ ィ居 住 地 の 再 生 ・歴 史 地 区

の 保 全 を 図 り,経 済 ・社 会 の サ ス テ イ ナ ビ リテ

ィを統 合 的 に 追 求 して い る.構 造 基 金 は統 合 的

な ア プ ロ ー チ をめ ざ して お り,コ ミュ ニ テ ィ ・

イ ンヴ ォル ヴ メ ン トが 助 成 の 条 件 と な る.ヨ ー

ロ ッパ の な か で は 環 境 後 進 国 とい わ れ て きた イ

ギ リス は 大 陸 か ら環 境 政 策 ・地 域 再 生 政 策 に お

い て 大 き な影 響 を受 け る よ う に な った 田.イ ギ

リス で10のRDA(RegionalDevelopment

Agency地 域 開発 公 社)が 結 成 さ れ,EUの この

補 助 金 を受 け る役 割 を担 う こ とに な る.

グ ラ ウ ン ドワー ク ・ トラス トはEUや 中 央 政

グ ラウ ン ドワー ク

図1グ ラ ウ ン ドワー ク ・ トラ ス ト
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府のこうした補助金を受け,パ ー トナーシップ

を組む中心となる役割を演ずるのである.自 治

体 と関係をもち民間企業や地域住民 を巻きこみ

ながら,補 助金獲得に長けて,環 境問題 にとり

くめる人材をもつ,NPOと して立ち現れてい

る.

グラウン ドワrク の しくみ

田園地域法のもとに設立された田園地域委員

会が,困 難地域の再生はコミュニティ ・住民を

巻きこんだ事業の展開が必要であるとの結論を

導いていた.こ れがグラウンドワークの創設に

かかわる.と はいえ,直 接的にはグラウンドワ

ークは
,上 述のようにサ ッチャー政権の政策の

根幹的な部分 とかかわって1981年 に出発する.

ドックランド再開発に代表 される民活路線の大

規模開発 と平行 して,同 じ脈絡 をももちつつ,

しか しなが らUDCやEZの 対象地域 とは違い,

投資を誘引 し得 ない事業を担 うべ く誕生 した

NPOが できる.

イギリスではいち早 く産業都市周辺部の荒廃

地をかかえる.産 業革命の中心 となった炭鉱,

化学工場,鉄 鋼工場,使 われな くなった運河な

どのインフラス トラクチャーなどが,放i棄 され

た土地derelictlandに なっている.1970年 代の

都市衰退においては,荒 廃 した放棄地を抱 え,

同時に失業率が高 く,犯 罪 を多発するというよ

うに,環 境的 ・経済的 ・社会的問題 として表出

していた.社 会全体のポテンシャルが低下 し地

域の誇 りを喪失 し,改 善への意欲がなくなって

いた.欧 米では工場跡地のような困難地域の解

決は,政 策統合を図る以外にないとされるよう

になった.深 刻な地域の状況が,縦 割 り行政を

越えた補助金のシステムを構築 しつつある10).

グラウンドワークは,地 域再生のために景観

の価値 を高め地域産業の競争力を付け住民の生

活の質を高める,す なわち環境 ・経済 ・社会の

サステナビリティを実現することを基本理念 と

している.

保全型NPOの 伝統をうけついでいるが,こ

れ らがすでにある傑出した建造物や自然景観を

保全 しようとするのに対 し,再 生型NPOの グ

ラウンドワークは,荒 れた場所を改善し,新 た

にレクリエーション空間を作 りあげ地域住民の

生活の質の向上するのを目的としている.汚 染

土壌の浄化など土地の改良,植 樹などによる公

園や緑道の建設を行っている(物 的環境改善事

業).こ うした環境の改善に地域住民が参加す

るプロセスをもっているのが特徴である.失 業

青年 をパー ト雇用するのに意欲的である.環 境

教育の場 を作 り動植物 との接触の機会を増や し

ている.学 校敷地の改善の事例 も多い.地 域住

民の芸術活動の場 をつ くったり,芸 術作品の活

用 した改善を行 うのも特徴である.青 少年がか

かわることが地域全体の健全 さを回復する未来

戦略となっている(青 年 ・コミュニティ ・教育

参加事業).環 境的サステイナビリティと経済

のサステイナビリティとの統合を追求するとこ

ろが際だった特徴である.工 場敷地の緑化,環

境効率の改善,ま たそのための環境 トレーニン

グの事業を行っている.さ らに環境ビジネスへ

の展開を図っている(環 境と経済の統合事業).

グヲウンドワークの精神で重要なことは,地

域 に力が付いた ら手 を引 くということである.

グラウンドワークが特別な対処 を継続 しなくて

も自律的な秩序が形成されるよう事業を実施す

る.こ こにサステイナビリティの真の意味をみ

いだすことができる.

グラウンドワークの組織全体 を統括する理事

会が,行 政 ・企業 ・コミュニティの代表で構成

される.そ して一般に5人 のスタッフで事務局

が構成され出発する.そ の典型的な構成は,所

長 ・プログラムマネージャー ・造園家や都市計

画家 ・財務担当者 ・一般事務である.か れらの

人件費であるコアコス トは,政 府によって6年

間の支援が約束されている.補 助は6年 問にし

だいに減 り,そ の後自立できるのが基本である

が,実 際にはその後も継続されている.ス タッ

フか らみると,コ ミュニティと資金源の両方の

立場 を理解 し,地 域再生のアイデアを捻出する,

や りがいのある仕事となっている.多 様な金の

一58―



英 国グラウ ン ドワークの試 み

串どころがあるのと,有 能な人材が流動できる

イギリス社会がこれを可能に している。なお,

チャリティ団体の目的か らはずれる営利事業は

有限会社 として別組織 を作っている.

こ う した地 域 トラス トが 現 在44あ り,120の

市 町 村 を覆 う.地 域 的 に は廃 坑 に な っ た 炭 鉱 の

多 い 南 ウ ェ ー ル ズ と,最 貧 困地 帯 と な った マ ン

チ ェス タ ー ・リヴ ァプ ー ル 周 辺,そ して ロ ン ド

ン周 辺 で さか ん で あ る.ウ ェス トミ ッ ドラ ン ド

の バ ー ミ ンガ ム に連 合 の ナ シ ョナ ル オ フ ィス あ

るほ か,グ ラ ン ドワー ク ・トラ ス トの な い ス コ

ッ トラ ン ドを 除 い て9つ の 地 域 グ ル ー プ をつ く

っ て い るが,現 在 広 域 オ フ ィス を置 い て い る の

は 北 西 部,南 西 部,ロ ン ドン ・南 東 部 ・東 部 の

3つ で あ る.

活動の多彩な展開

現在グラウンドワークは,全 体で毎年3000を

越えるプロジェク トを実施し,4万 人のボラン

ティア,10万 人の学童が参加するまでに発展 し

ている.こ の隆盛の要因を住民 ・自治体 ・企業

の立場から考えてみよう.

都市衰退のなかで,放 棄地があり失業者が増

え犯罪が多いコミュニティに対処すべ きだとさ

れていた自治体に,住 民は不信感があり,硬 直

した行政への不満は高かった.地 方議会への投

票率 も20%を 切るようなところが多いのが実情

で,議 員も住民要求をうまく受けとめえなかっ

た.グ ラウン ドワークにおいては,住 民は理事

など役員にな り,各 種事業ヘボランティアで参

加 し,自 治体を通さず直接地域を改善す る事業

に参加できる.環 境教育のNPOも 活動のなか

で資金をえられる.青 年や子どもの参加 を積極

的にすすめ,学 校教育 とも関われば,近 未来の

コミュニティを担う原動力 を醸成することがで

きる.

逆に自治体も行政主導で解決することへのゆ

きづまりのなかで,有 能な人材 をもって都市衰

退現象に対応することが困難になっていた.グ

ラウンドワークの事業 を通 じると,EU・ 中央

政府 などか らの外部資金を導入できた.パ ー ト

ナーシップ型にする方が,投 資効率か らいって

有効であることがしだいにわかって きた。企業

はというと,そ れまでイメージア ップを含めて

社会貢献をしようにもなかなか手段がなかった

が,グ ラウンドワークの事業には労力 ・物資 ・

施設の提供 して参加することができる.さ らに

グラウンドワークには,環 境保全 に対する企業

の診断事業も行っている.環 境保全に積極的で

あると,保 険会社の保険料を安 くし,消 費者や

銀行の信頼 も得やすいというメリットがある1').

物 的 環 境 改 善 事 業 の な か で もっ と も典 型 的 な

事 業,チ ェ ン ジ ン グ プ レ ー ス 事 業Changing

PlacesProgrammeを 例 に とっ て み よ う.後 述

の ナ シ ョナ ル プ ロ ジ ェ ク トで い え ば,宝 く じ基

金NationalLotteryfundingか らの2210万 ポ ン

ドの助 成 を受 け た ミ レニ ア ム委 員 会 が ス ポ ンサ

ー とな っ て い る事 業 で あ る.そ の5種 別 につ い

て紹 介 してお こ う.

① 採 炭 地 跡― こ の プ ロ ジ ェ ク トの 三 分 の 一

に該 当 す る.ロ ス ウ ェ ル 炭 鉱(グ ラ ウ ン ドワ ー

ク ・リー ズ)(後 述),ボ ー ル ド都 市 共 有 地(グ

ラ ウ ン ドワ ー ク ・セ ッ トヘ レ ン ズ ・ノ ー ズ リ

ー ・セ フ トン)(後 述)な とで
,炭 鉱 や ボ タ 山

の 跡 を森 林 に変 え る事 業 を 行 っ て い る.

② イ ンナ ー シ テ イ デ ィ グベ ス 運 河(グ ラ

ウ ン ドワ ー ク ・バ ー ミ ン ガム)の 再 生 な ど,か

つ て イ ンナ ー シ テ ィ に あ った 運 河 や 使 われ な く

な っ た 鉄 道 や 倉 庫 ・工 場 が,荒 れ 果 て て い た.

そ こ に レ ク リエ ー シ ョ ン利 用 ま た 産 業 遺 産 と し

て の 価 値 を見 い だ して い る.

③かつての工業敷地 使われな くなった工

場 ・鉄道 ・石切場 ・運河などの敷地をレクリエ

ーションや環境教育再利用で きるようにしてい

る.リ ッジャクル(グ ラウン ドワーク ・ブラン

クカントリー)で は廃棄された運河沿いに釣 り

や環境教育に使える緑道を整備 している.

④ 廃 棄 物 敷 地 か つ て の ゴ ミ捨 て 場 を公 園

に変 え る事 業 で あ る.グ リ フ ィ ツ ・パ ー ク(グ

ラ ン ドワ ー ク ・マ ク ル フ ィー ル ド ・ヴ ェー ル ロ

イ ヤ ル)で は,化 学 工 場 の 敷 地 で廃 棄 物 置 き場
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とな っ て い た が,企 業 とグ ラ ウ ン ドワー クほ か

の協 議 に よ り,公 衆 の ア クセ ス の で きる17ヘ ク

ター ル を レ ク リエ ー シ ョ ン とワ イル ドラ イ フ の

公 園 にす る こ とに な った.

⑤ 放 棄 さ れ た 土 地 ダ レ ン ス ・カ ン トリ

ー ・パ ー ク(グ ラ ウ ン ドワ ー ク ・ケ ン ト ・テ ム

ズ サ イ ト)は1970年 代 に 閉鎖 した病 院跡 が 住 民

の 反 対 運 動 で 石灰 岩 の 採 石 場 に な る こ と を免 れ

て きた が,放 棄 地 と な って い た.す べ て の 人 が

ア ク セ ス で き る 公 園 に す る こ と を ね ら っ て お

り,老 人 や 障 害 者 の 利 用 に積 極 的 で あ る.荒 廃

して い た 病 院 の 建 物 を改 修 し,障 害 者 の た め の

乗馬 学 校 に利 用 して い る121.

こうした事業がコミュニティベースで実現す

る.公 園の計画の策定や実際の植樹にボランテ

ィアが多 く参加している.ま た学校教育との関

連もつよく校庭で苗を育成 したりしている.生

徒 による計画のワークショップ ・ロゴの コン

ペ ・事業の記録 ・歴史的建造物や自然物の調査

なども行われている.

最初 の トラ ス ト(ノ ー ズ リー ・セ ン ト

ヘ レ ンズ ・サ フ トン)

3つ の トラス ト事例 をやや詳 しく紹介 した

い13}.

一 番最 初 に トラ ス トが で きた の は
,1981年 グ

ラ ウ ン ドワー ク ・セ ン トヘ レ ンズ ・ノー ズ リー

で あ る.1984年 に セ フ トンが 加 わ っ た.リ ヴ ァ

プー ルの 西 部 ・北 部 に位 置 す る.リ ヴ ァ プー ル

市 とマ ー ジ ー サ イ ド地 域Regionを 構 成 す る.

イギ リス で は ロ ン ドン に次 い で 人 口 の 集 中す る

地 区 で あ るが,工 業都 市 が 多 く,都 市 衰 退 現 象

の も っ と も劇 的 に現 れ た 地 域 で あ る.EUの 構

造 基 金 の 対 象 と して も最 貧 困地 域 に 入 れ られ て

い る.い き さつ か らリ ヴ ァー プ ー ル は は い っ て

い な い.現 在 で は リヴ ァプ ー ル市 との 連 携 も視

野 に お い て い る.

1981年 に は3人 の ス タ ッ フか ら出 発 し,1994

年 に30人 の ス タ ッ フ と な り,200の プ ロ ジ ェ ク

トを抱 え る に い た って い る.さ らに 現 在 で はそ

の 倍 の 規 模 に成 長 して い る.

こ の トラ ス トの お も なパ ー トナ ー は ど うで あ

ろ う か.住 民 ・NPOの コ ミュ ニ テ ィセ ク ター

の ほ か,い う まで も な く,セ ン トヘ レ ン ズ市

(MBC:MetoropolitanBoroughCouncil),

ノ ー ズ リ ー 市(MBC),セ フ トン市(MBC)

(い くつ か の 事 業 で リ ヴ ァプ ー ル 市 と もか か わ

りを もつ),環 境 交 通 地 域 省 や 北 西 部 政 府 事 務

所(GOR)を 通 じて 中 央 政 府,環 境 ・田 園 地

域 局,北 西 部 開 発 公 社(RDA),グ ラ ウ ン ドワ

ー ク 事 業 団
,SRBの7つ の パ ー トナ ー,EU

(お もに 構 造 基 金 の オ ブ ジ ェ ク テ ィブ1で),そ

して 多 数 の 企 業 ・民 間 セ ク ター とい う こ とに な

る.

1998199年 度 の 活 動 報 告 をみ る と,物 的 環 境

改 良 事 業 は プ ロ ジ ェ ク ト数108で,10814万 本

の 植 樹 を し,480m2の 土 地 の 改 良 ・維 持 を行 い,

5万mの 道 を 改 良 ・維 持 して い る.コ ミュ ニ テ

図2パ ー トナ ー シ ッ プの 例(リ ー ズ の ロ ス ウ

エル の 看 板 よ り,写 真 中 右 上 が グ ラ ウ ン

ドワ ― クの ロ ゴ)
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イ参 加 事 業 で は プ ロ ジ ェ ク ト数110で,7795人

の 青 年,4109の 成 人,1万8350人 の 生 徒 が 参

加 し,か か わ っ た 学 校 は141校 で あ っ た.経

済 ・環 境 統 合 事 業 は プ ロ ジェ ク ト数 は43で,事

業 所 敷 地 の 造 園14,環 境 効 率 の 改 良19,ト レー

ニ ン グ を106週,BEA(事 業 所 環 境 協 会)の 機

関 誌 の 配布 され た事 業 所 が926と な っ て い る.

財政 状 況 をみ て お こ う.収 入310万 ポ ン ドで,

地 方 政 府 とSRBの パ ー トナ ー か ら49%,民 間

セ ク ター か ら14%,グ ラ ウ ン ドワ ー ク事 業 団 か

ら8%,環 境 交 通 地 域 省 か ら7%,EUか ら

6%,ミ レ ニ ア ム ・コ ミ ッ シ ョンか ら5%,宝

く じ基 金 か ら5%,地 方 政 府 の コ ア 基 金 か ら

5%,政 府 エ ンジ ェ ン シー か ら4%,銀 行 利 息

2%で,多 様 な政 府 機 関 か らの 財 源 を確 保 して

い る こ とが わ か る.支 出 は310万 ポ ン ドで,地

域 ・学 校 ・企 業 との事 業 に57%,物 的 環境 事 業

に25%,運 営 費 に13.5%,ア フ ター ケ ア4%,

剰 余0.5%と な る.

セ ン トヘ レ ンズ の ボ ー ル ドモ ス都 市 共 有 地 の

Wasteland-to-Waterlandと い うプ ロ グ ラ ム は,

10年 を越 え る 実績 を もち,文 字 通 り湿 地 帯 の 上

が 炭 田 の 廃 棄 物 の 山 が で き て い た と ころ に植 樹

を して い る.か た わ ら を世 界 最 初 の 鉄 道 リ ヴ ァ

プ ー ル ・マ ンチ ェ ス ター 線 が 走 り,そ れ を越 え

る 橋 も この 事 業 で 完 成 して い る.ま た そ こが 採

炭 地 跡 で あ る とい う,コ ミュ ニ テ ィの 記 憶 を と

どめ る た め 工 夫 もお こ な っ て い る.た と え ば,

住 民 の 書 い た 詩 を刻 ん だ石 碑 を置 き,石 炭 殻 な

ど も完 全 に除 去 せ ず 路 傍 に転 が して い る.こ の

石 碑 を は じめ 地 域 住 民 の芸 術 創 造 の 場 と して い

も活 用 さ れ て い る.そ の一 部 で あ る モ ス ヌ ー ク

に はつ り公 園 が で き てい る。

経 済 環 境 統 合 事 業 で も先 進 地 で1990年 代 に 入

り企業 に対 して 環 境 の コ ンサ ル タ ンテ ー シ ョン

に も と り くん で い る.ノ ー ズ リー で はNUVII.

(newusesfbrvacantindustrialland)と い う

事 業 も実 施 され て い て,こ れ は 工 業 用 地 と して

造 成 され 工 場 が 張 りつ か ず い る敷 地 に,当 面 木

を植 え て お こ う と い うプ ロ グ ラ ム で あ る.企 業

が 早 く来 そ う な と こ ろ に は 成 長 の 早 い ヤ ナ ギ,

な か な か 来 そ う に な い と こ ろ に は オ ー ク を植 え

て森 を造 る とい う プ ロ グラ ム で あ る.

旧産炭 地の再 生(リ ー ズ)

グ ラ ウ ン ドワー ク ・リー ズ は12番 目の トラ ス

で あ る.49人 の 常 勤 職 員,7人 の 非 常 勤 職 員,

10人 の 長 期 ボ ラ ンテ ィア を抱 え る.199912000

年 度 で,年 間350の プ ロ ジ ェ ク ト,250万 ポ ン

ドの 事 業 を行 っ て お り,100万ML)を 越 え る 土 地

の 改 良 ・維 持 し,1万5000mの 道 の 維 持 管 理 し,

8万7㎜ 本 の 樹 木 を植 え た.青 年 の3万 日の 活

動 を 引 き出 し,60の 学 校 が 関 わ っ た.830の 事

業 所 に情 報 を提 供 し助 言 を行 い,16の 事 業所 の

造 園 を改 良 した.7000週 の トレー ニ ング を し,

48の 仕 事 を 創 出 し た.GES(Groundwork

EnvironmentalServices)Ltdと い う収 益性 の

高 い 事 業 を 行 う 別 組 織 が 作 られ て い る.GES

は造 園事 業 や そ の 環 境 維 持 サ ー ビ ス な ど を手 が

け る.

トラス トは,造 園計 画 サ ー ビ ス,コ ミュ ニ テ

図3モ ス ヌ ー クの つ り公 園 図4ロ スウェルの採炭地跡の公園
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イに 対 す る コ ンサ ル タ ン ト ―教 育 の サ ー ビ ス,

ビ ジ ネス ・トレー ニ ン グ な ど多 彩 な 事 業 を行 っ

て い る が,こ こ で は1997年 か ら行 わ れ て い る ロ

ス ウ ェル ・コ リ ア リー ・ミ レニ アム ・プ ロ ジ ェ

ク トを紹 介 して お く.

ロス ウ ェ ル採 炭 地 跡 を公 園 に す る計 画 で,4

年 間 で2000万 ポ ン ドの 事 業 で あ る.30haの ボ

タ山 を含 む約120haを 石 炭 公社 か ら市 が 買 い取

った.採 炭 地 に残 る残 骸 を 除去 し,酸 性 度 の 高

い 土 地 に 約40cmの 客 土 を した.水 流 を制 御 し

浅 瀬 を楽 しむ こ とが で きる よ う に した.子 ど も

の デ ザ イ ン した ドラ ゴ ンの モ ニ ュ メ ン トも作 ら

れ て い る.遊 歩 道 の ネ ッ トワー ク,ア ク セ ス の

た め の 道 路,娯 楽 施 設 を建 設 し,県 立 自然 公 園

にな っ て い る.第 二 局面 の計 画 で は10万 本 の樹

木 を植 え る.ワ イ ル ドフ ラ ワー な ど の種 を ま き

30haの 草 原 を 造 成 す る.埋 め られ ず 残 っ て い

る池 に は 水 生 植 物 を 育 成 し,公 共 に 解 放 す る.

上 述 の セ ン トヘ レ ンズ の ボ ー ル ドモ ス 公 園 もそ

うで あ るが,こ れ らは 日本 の 公 園 整 備 に 見 られ

る整 然 と した デザ イ ンで は な く,ワ イ ル ドな 感

じが あ る.完 成 後 余分 な 人 手 や 資 材 が い る よ う

な こ とは グ ラ ウ ン ドワー ク で は一 般 に しな い.

サ ス テ イ ナ ビ リテ ィの 意 味 が そ こ に もあ る.さ

らな る創 意 を 未 来 の 住 民 に ゆ だ ね る か の デ ザ イ

ン手 法 とい っ て も よい.

ここでは地域住民が野生動物の調査をしてい

る.野 鳥は103種 が観測された.こ こは学校教

育にも積極的に活用されている.か つての探鉱

町を語るための写真や地図が教材 として集めら

れ,近 接の小学校では同地区に関連する活動を

1年 をつ うじて用意している.み ずか らの学校

のグラウンドとしても利用 し,雑 木林の管理な

どに携わっている.

イ ンナ ー シ テ ィ手 工 業 地 域 の 再 生(バ

― ミン ガ ム ・ジ ュエ リー ク ォー ター)

次 に イ ンナ ー シテ ィの 手 工 業 地 区 の事 例 で あ

る.ジ ュエ リー ク ォー ター は百 万 都 市 バ ー ミン

ガ ムの シテ ィセ ン ター の 北 西 に位 置 す る.

図5ジ ュ エ リ ー ク ォ ― タ ―

1780年 ころか ら金属のバックル ・小箱 ・装身

具など小物の金属加工業が発達する.「 ヨーロ

ッパのお もちゃ屋」というニックネームさえつ

いていた.金 銀を扱 う貴金属加工業者 らがつ ぎ

つぎに立地 し,仕 事場 を持つ住戸を建てていっ

た.加 工技術が蓄積され,自 営の職人が密度高

く集積 した.19世 紀の後半に飛躍的に拡大 し,

1913年 には3万 人の従事者がいた.仕 事以外の

用事で訪れる人はな く,職 人が住み働 くだけの

場所であった.ま た,製 造業だけの地域で,貴

金属 ・宝石を販売する店舗はなかった.1970年

代後半になって,職 人たちが職場を開放 し人に

見せるようにな り,外 部か ら商業者が参入 し貴

金属宝石店が立地した.業 者は伝統様式の古い

建物を保存 しなが ら営業していた.1980年 代に

なると,保 存運動の高まりのなかで,歴 史的価

値のある建築の多い地域であることも評判 とな

っている.現 在も約2㎜ の貴金属宝石関係の事

業所があるが,し だいに住む場所ではなくなり,

空地や空き家も多い.

バ ー ミ ンガ ム に お い て は,都 心 業 務 地 域 に接

しジ ュエ リー ・ク ォー タ ー に も隣 接 して い る ブ

レ ン ド リー ・プ レー ス で,全 国 的 にみ て も傑 出

した 再 生 事 業 が 進 ん で い る.運 河 が 再 整 備 され

サ イ ク リ ング 道 が 走 り,運 河 沿 い の 古 い倉 庫 ・

工 場 を改 修 し,レ ス トラ ンや パ ブ が 繁 盛 して い

る.低 層 の 高 級 住 宅 の 建 設 も進 ん で い る.景 観

上 も荒 廃 し,治 安 の 悪 い場 所 か らの 脱 却 は 成 功

とみ て よ い.同 地 区 の 環 境 整 備 が 進 む の に と も

ない,ジ ュ エ リー ・ク ォ ー ター に も住 宅 開 発 の
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圧 力 が かか っ て い る.

グ ラ ウ ン ドワー ク ・バ ー ミ ン ガ ム はバ ー ミ ン

ガ ム市,ニ ュー トン ・レデ ィ ウ ッ ド ・タス ク ・

フ ォー ス,ジ ュ エ リ ー ・ク ォー タ ー 事 業 組 合,

地域 の 業 者 や 住 民 組 織 と地 域 再 生 の パ ー トナ ー

シ ップ を組 ん で い る.グ ラ ウ ン ドワ ー ク ・バ ー

ミ ンガ ム はEUか ら物 的環 境 改 善 に約80万 ポ ン

ドの 地 域 開 発 基 金 を 引 きだ した.グ ラ ウ ン ドワ

ー ク ・バ ー ミ ンガ ム とバ ー ミン ガ ム市 ,ブ リ テ

ィ ッ シ ュ ・ウ ォ ー ター ウェ イ の パ ー トナ ー シ ッ

プ に よ り,建 物 ・運 河 ・道 路 景 観 を改 善 す る た

め に 得 た 補 助 金 で あ る.同 地 区 の再 生 を促 進 す

る た め に ジ ュエ リー ・ク ォー タ ー ・ア ニ メー タ

とい う組 織 を結 成 した.事 業 の ね らい は 商 売 の

競 争 力 を高 め る こ とに よ る経 済 的 な繁 栄,新 し

い 産 業 の 参 入,観 光 の 発 展,都 市 景 観 の 改 善,

新 しい 雇用 機 会 の創 出 な どで あ る.

こ こ に は,も う ひ とつ 再 生 事 業 が あ る.ジ ュ

エ リー ・ク ォ ー タ ー ・アー バ ンヴ ィ レ ッ ジ と名

付 け られ て い る.イ ン グ リ ッシ ュ ・パ ー トナ ー

シ ッ プ,バ ー ミ ン ガ ム市,ア ー バ ン ヴ ィ レ ッ

ジ ・フ ォー ラ ム の パ ー トナ ー シ ッ プか ら な る.

「ア ー バ ー ン ヴ ィ レ ッジurbanvillage」 とい う

概 念 は,低 層 住 宅 で 構 成 さ れ,ミ ッ クス トユ ー

ス(混 合 土 地利 用)と な っ て お り,質 の 高 い デ

ザ イ ンを もつ 集 住 地 を意 味 す る.ア ー バ ンヴ ィ

レッ ジ ・フ ォ ー ラ ム は,1980年 代 に景 観 論 争 を

は な ぱ な し く展 開 した プ リ ンス ・オ ブ ・ウ ェ ー

ル ズ(チ ャ ー ル ズ 皇 太 子)と 関 わ り の 深 い

NPOで あ る.イ ギ リス 人 の 住 宅 地 の 目標 像 は

1970年 代 以 降 の住 宅 地 開 発 の 反 省 に立 つ て,こ

の ア ー バ ン ヴ ィ レ ッジ に 回 帰 した と い わ れ14),

ジ ュエ リー ・ク ォー タ ー も ま さ し くこ の 目標 像

を掲 げ て い る.こ の 二 つ のパ ー トナ ー シ ップ は

補 完 しあ っ て事 業 を進 め てい る.

環境整備 をすすめ,数 百人まで減った人口を

4000人 を目標 として増加 しようとしている.こ

れが安定した居住地に必要な人口だという.し

かしながら,比 較的音や匂いの出る製造業であ

るため,業 者たちは高級住宅の混入で仕事のし

にくくなる地区になることを懸念 している.分

業をしているため,あ る程度の業者の集積が必

要であり,地 価が上がると仕事場の賃貸料には

ね返って くる.

2000年 夏には,再 生事業を本格化するために

地元 ・各種NPO・ 市の各部局の代表者か らな

るマネージメン トグループが結成 された.同 年

11月 に関係者を集めての会合 をもち,す べての

局面において産業を巻 きこむ再生計画とする方

針を討議 した,貴 金属 ・宝石加工業をベースに

してまちづ くりを行い,産 業の発展 こそがバ ン

ランスのとれた地域 を形成するという理念を貫

くことを確認している.2001・年には全業者への

調査をし,そ の結果が出て計画がさらに充実す

るまでは,土 地建物の変更などを凍結するとい

う方針 を打ちだした.都 市計画上 の保全地域

ConservationAreaが 当地区で3つ に分かれて

いたが,地 区全体を覆うように一つにまとめ,

景観整備 と産業振興 とを一体で進めることを確

認 した.す なわち歴史的景観の保全策が,望 ま

しい土地利用に誘導 し地域の産業を発展 させる

という道筋を合意したのである.

グ ラ ウ ン ドワ ー ク事 業 団(ナ シ ョナ

ル ・オフィス)

1985年 に は 田 園 地 域 委 員 会 ほ か の 支 援 の も

と,バ ー ミ ン ガ ム に ナ シ ョ ナ ル ・オ フ ィ ス

GroundworkUK)を 設 立 す る.こ れ は環 境 交

通 地 域 省 の影 響 下 に あ り,申 央 政 府 の全 面 的 な

財 政援 助 を受 け るが チ ャ リテ ィ 団体aregisterd

charityと して の登 録 が な され,す な わ ちNPO

で あ る.ま た 有 限会 社 と して の登 録acompany

limitedbyguaranteeも して い る.各 地 域 の グ

ラ ウ ン ドワ ー ク連 合 の事 務 所 で あ り,グ ラ ウ ン

ドワー ク事 業 団FoUndationと も呼 ば れ て い る.

事 業 団 は 直接 事 業 は行 わ ず,各 地 の グ ラ ウ ン ド

ワ ー ク を束 ね る役 割 を も っ て い る.ナ シ ョナ

ル ・プ ロ グ ラ ム を企 画 し,メ ニ ュ ー を もち 各 地

域 トラ ス トを 回 る.ナ シ ョナ ル ・プ ロ ジ ェ ク ト

に は そ れ ぞ れ ス ポ ンサ ー が 付 い て い る(表1).

また,情 報 の 提 供 や業 務 に関 す る トレー ニ ング
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表1ナ シ ョナ ル ・プ ロ グ ラ ムの 例(a.内 容 ・bス ポ ンサ ―)

【物的環境改善】

CHANGINGPLACES

a.荒廃 ・低利用の産業敷地を地域の永続的な財産へ変える新千年紀を祝する事業

b.ミ レニアム ・コミッション(宝 くじ協会の助成)

TREESOFTIMEANDPLACE

a地 方の種集めから植樹までへの地域住民の参加

b.英 国エッソ(石 油会社)

【経済と環境の統合】

TRANSCOGREENFUTURES

a.失 業 青 年 へ の新 しい訓 練 と就 業 機 会 の提 供

b.BGフ ァ ウ ンデ ー シ ョン(ブ ル ガ リ ア関 連 のNPO)

【青 年 ・コ ミュ ニ テ ィ ・教 育 参 加 】

GREENIT

a.ITを 用 い て の 青 年 に よ る新 しい ビ ジ ネ スや 景 観 デザ イ ン活 動

b.リ オ ・テ ィ ン ト(鉱 業 会 社),環 境 交 通 地 域省

PLAYMORE

a.運動場の実験事業

b,マ クドナル ド(外 食産業)・ 環境交通地域省

を行 っ て い る.ス タ ッ フ数 は 約50人 で あ る.

1998-99年 度 の 収 入 は,4900万 ポ ン ドで,中

央 政 府38%,地 方 自治 体22%,民 間部 門27%,

EU9%,そ の他4%で あ る.支 出 は4800万 ポ

ン ドで,物 的環 境 改 善事 業50%,青 年 ・コ ミュ

ニ テ ィ ・教 育 参 加 事 業25%,管 理 運 営12%,

環 境 ・経 済 統 合 事 業8%,マ ー ケ テ ィ ン グ3%

と な っ て い る.業 務 の 実 績 をみ る と,557の 雇

用 を創 出 し,4550の 企 業 と と もに仕 事 を し,13

万 入 の 生 徒 を環 境 プ ロ ジ ェ ク トに 巻 き 込 み,

764万m2の 土地 を改 良 した と して い る.

まとめ

美 化 しす ぎる の をお そ れ ず い う な らば,グ ラ

ウ ン ドワー ク の試 み は,イ ギ リ ス社 会 に お い て

パ ー トナ ー シ ップ型 地 域 再 生 の あ り方 を 引 き あ

げ た.採 炭 地 ・工 場 跡 地 で 始 ま っ た グ ラ ウ ン ド

ワ ー クは,地 域 再 生 の 原 動 力 と な る の が,コ ミ

ユニティが主体的に組み立てる環境改善事業の

なかで展開する,青 少年の参加 ・学校での環境

教育の展開 ・地場産業の育成 ・企業の環境保全

への努力であることを証明した.

グラウンドワークに関わった自治体は,サ ー

ビスの一方的な提供に偏するのではなく,コ ミ

ュニティの自立を促すイネーブラーとしての役

割を与えられた.問 題の本質をよく知るNPO

やコミュニティと連携することによって,効 率

的な行政をすることができると考えるようにな

った.企 業 も単にイメージアップを図るという

レベルから,み ずからの事業所敷地を快適にし,

地域に根ざして環境問題にとりくむことで,組

織を健全に運営するためにも,パ ー トナーシッ

プに参加する有効1生を知った.

グ ラ ウ ン ドワー ク は イ ギ リス の 地 域 再 生 の 動

向 に とっ て,先 駆 的 で あ り典 型 的 で は あ る が 一

事 象 にす ぎな い.パ ー トナ ー シ ッ プ型 地域 再 生

は,他 の事 業 に もみ られ る.と い う以 上 に,そ
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れ らは環 境 ・経 済 ・社 会 の サ ス テ イ ナ ビ リテ ィ

を実 現 し よ う とす る再 生事 業 にお い て,普 遍 化

した政 策 体 系 と して結 実 し よ う と して い る.た

とえ ば,都 市 周 辺 部 に 新 規 の 森 林 を造 成 す る 農

村 委 員 会CountryAgencyの コ ミュ ニ テ ィ ・フ

ォ レス ト制 度,後 進 農 業 地 域 を再 生 す るEUの

LEADER(農 村 経 済 開 発 事 業 連 携)な ど も グ

ラ ウ ン ドワ ー ク と類 似 した パ ー トナ ー シ ップ 型

とな って い る15).

中央政府 もコミュニティ ・セクターに財政的

支援をするのは,懐 柔策 というレベルではなく,

困難地域の再生には必然的でかつ効率的な方策

だと認知するにいたった.EUの 地域政策 も,

経済至上主義を転換するといった程度まで展開

し,パ ー トナーシップ型地域再生の理念 と一致

していた.産 業革命の初期のダメージを受けた

地域 を抱 えるイギ リスは大陸の視点かれみれ

ば,環 境後進国であったが,1990年 代にはいっ

てそれを再生す る無気力か ら脱 したかにみ え

る.パ ー トナーシップ型地域再生の しくみ自体

は,草 の根か らというよりEUと 中央政府が ト

ップダウンで作 りあげたわけで,パ ー トナーシ

ップの継続性への疑問,コ ミュニティのキャパ

シティ・ビルディングの困難さ,補 助金確保 に

競争を強いがちなことなど,多 くの課題が存在

するが,後 戻 りすることはあ りえない殺階に達

している.
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携,公 共 と 民 間 の連 携 で も用 い られ るが,本 稿 で

「パ ー トナ ー シ ップ 型 」 と い っ た 場 合 に は,公 共 ・
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シ ッ プで あ る.い わ ば コ ミュ ニ テ ィベ ー ス ト ・パ
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