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２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
の
発
災
か
ら

ま
も
な
く
４
年
。
東
北
で
は
、
災
害
公
営
住
宅
の
建
設
や
防
災
集
団
移

転
促
進
事
業
が
本
格
化
す
る
と
と
も
に
、
被
災
者
の
転
居
に
よ
っ
て
、

新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の
支
援
や
、
新
生
活
の
立
ち
上
げ
支
援
が

必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

災
害
公
営
住
宅
に
は
、
震
災
で
自
宅
を
失
い
自
力
で
の
再
建
が
難
し

い
人
た
ち
が
入
居
し
ま
す
。
仮
設
住
宅
か
ら
の
退
去
は
、「
被
災
者
の

自
立
」
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
生
活
支
援
の
始
ま
り
も
意

味
し
ま
す
。
入
居
者
は
、「
被
災
者
」
と
い
う
立
場
を
脱
却
し
て
、
恒

久
の
住
宅
に
引
っ
越
せ
る
喜
び
と
と
も
に
、
新
た
な
地
の
一
市
民
と
し

て
生
活
を
築
く
こ
と
へ
の
不
安
も
抱
え
て
い
ま
す
。

災
害
公
営
住
宅
が
建
っ
た
あ
る
地
域
で
は
、「
過
疎
地
に
こ
ん
な
に

大
勢
の
人
が
引
っ
越
し
て
来
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
、歓
迎
し
な
け
れ
ば
」

と
交
流
会
を
開
き
、
入
居
者
と
地
域
の
人
が
友
だ
ち
に
な
る
機
会
に
つ

な
げ
ま
し
た
。
災
害
公
営
住
宅
の
入
居
者
と
周
辺
地
域
の
人
が
ど
の
よ

う
に
関
係
を
築
く
か
は
、
そ
の
地
域
が
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
に
も
反
映
さ
れ
ま
す
。
こ
の
機
会
を
好
機
と
と
ら

え
、
安
心
・
安
全
な
地
域
生
活
を
築
く
べ
く
、
一
緒
に
考
え
、
活
動
を

と
も
に
す
る
契
機
と
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

災
害
公
営
住
宅
が
建
設
さ
れ
る
地
域
の
自
治
会
長
や
民
生
児
童
委
員

な
ど
に
と
っ
て
は
、
一
度
に
多
く
の
人
が
引
っ
越
し
て
来
る
た
め
、
地

区
の
社
会
福
祉
協
議
会
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
被
災
者
を
支
援

す
る
各
種
支
援
員
な
ど
と
連
携
し
て
、
入
居
者
が
地
域
の
一
員
と
し
て

な
じ
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
工
夫
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
際
に
建
っ
た
復
興
（
災
害
）
公
営
住
宅
の
な

か
に
は
、
20
年
を
経
た
現
在
で
も
な
お
入
居
者
に
軽
度
の
生
活
支
援
を

行
う
生
活
援
助
員
（
Ｌ
Ｓ
Ａ
）
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
入
居
者
の

加
齢
に
伴
い
高
齢
化
率
は
入
居
時
の
倍
と
な
っ
て
、
自
治
活
動
の
担
い

手
が
い
な
い
と
い
う
地
域
課
題
も
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、
仮
設
住
宅
で

の
顔
な
じ
み
の
支
援
者
が
、
復
興
公
営
住
宅
の
支
援
者
に
情
報
を
つ
な

ぐ
仕
組
み
が
な
く
、
入
居
者
の
新
生
活
で
の
孤
独
感
・
孤
立
感
を
深
め

た
と
い
う
反
省
も
あ
り
ま
す
。

本
書
を
つ
う
じ
て
、
災
害
公
営
住
宅
が
建
設
さ
れ
る
地
域
の
方
々
と

入
居
者
が
と
も
に
手
を
つ
な
ぎ
、
豊
か
な
暮
ら
し
を
実
現
す
る
地
域
づ

く
り
に
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

２
０
１
４
年
12
月

	
特
定
非
営
利
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動
法
人	

全
国
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
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イ
フ
サ
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セ
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理
事
長
　
池
田
昌
弘

は
じ
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に
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※
災
害
公
営
住
宅
を
「
復
興
住
宅
」「
復
興
公
営
住
宅
」
と
表
現
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
災
害
公
営
住
宅
」
と
表
記
し
ま
す
。

※
「
未
来
の
暮
ら
し　

創
る
の
は
私
た
ち
」（
３
頁
〜
23
頁
）
は
、
平
成
25
年
度
宮
城
県
震
災
復
興
担
い
手
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
支
援
事
業

　
「
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク　

災
害
公
営
住
宅
が
で
き
た
！
」
に
掲
載
し
た
「
未
来
の
暮
ら
し
＿
考
え
る
の
は
私
た
ち
」
を
も
と
に
加
筆
・
修
正
を
し
ま
し
た
。
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創るのは私たち

3 2

こ
こ
山
川
仮
設
住
宅
は

約
2
0
0
戸
が
軒
を
連
ね
る

応
急
仮
設
住
宅

オ
レ
は

行
き
で
ぐ
ね
ぇ
！

ま
あ
ま
あ

太
郎
さ
ん

ま
た

来
る
か
ら

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

み
と
い
て
ね

震
災
か
ら
半
年
後
に

建
て
ら
れ

３
年
が
過
ぎ
て

次
の
生
活
の
場
へ

引
っ
越
す
人
が

増
え
て
き
て
い
ま
す

仮設住宅の
支援員
恵子さん

※この物語はフィクションです。実在の場所、人物とは関係ありません。

★このマンガをもとにしたアニメーションが作成されています。
　使い方については 54頁を参照してください。
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元
漁
師
の
太
郎
さ
ん
は

ひ
と
り
暮
ら
し
の
80
歳

津
波
で
奥
さ
ん
を

亡
く
し
ま
し
た

「
災
害
公
営

　 
住
宅
」
す
か
ぁ

お
っ
と
！

恵
子
さ
ん
は

あ
あ
言
う
け
れ
ど

ち
ゃ
っ
け
え
字
は

見
え
ね
え
し

足
腰
は

弱
っ
た
し

一
時
身
を
寄
せ
て
い
た

息
子
の
家
も

け
ん
か
を
し
て

出
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た

お
父
さ
ん
!

新
し
い
と
こ
は

今
さ
ら
な
ぁ
…

い
い
と
こ
ろ
よ

お
じ
い

ち
ゃ
ん
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自
宅
を
失
っ
た
被
災
者
に

自
治
体
が
用
意
す
る
賃
貸
住
宅
が

災
害
公
営
住
宅
で
す

高
齢
者
や
障
害
者
等
の

生
活
に
困
難
を
抱
え
た

多
く
の
被
災
者
が

仮
設
住
宅
か
ら
転
居
し
て
き
ま
す

オ
レ
は

行
ぐ
の
や
ん
だ
！

静
か
だ
し

6
階
建
て
で

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に

な
っ
て
い
て

こ
れ
か
ら

ず
〜
っ
と

住
め
る
の
よ

こ
ご
さ

あ
と
数
年

住
ま
わ
し
て
け
ろ

ほ
し
た
ら
こ
こ
で

ポ
ッ
ク
リ

い
ぐ
っ
ち
ゃ

災
害
公
営
住
宅
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

見
て
く
れ
た
？

太
郎
さ
ん

い
る
ー
？

入
る
わ
よ

こ
の
前
の

ん
〜
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太
郎
さ
ん

…
で
も
こ
こ
は

あ
と
数
か
月
で

取
り
壊
さ
れ
る
の
よ

や
か
ま
す
ぃ
！

か
ま
わ
ね

で
け
ろ

太
郎
さ
ん

恵
子
さ
ん

灯
り
が

つ
い
て
っ
ど
ご
、

こ
れ
し
か
ね
ぇ

も
ん
な
…
…

今
度
は
お
れ
が

魚
さ
ば
い
て

や
っ
か
ら

き
の
う

寄
っ
た
け
ど

い
な
か
っ
た

ち
ゃ
ん
と

食
べ
て
っ
か
？

さ
す
が

も
と
漁
師
！

イ
モ

煮
た
か
ら

食
べ
て
け
ら
い
ん

こ
こ
も
人

少
ね
ぐ
な
っ
た
な
ぁ
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ま
だ

行
っ
た
こ
と
も

な
い
し
… 新

し
い

災
害
公
営
住
宅
…

や
か
ま
す
ぃ
と

思
っ
て
た
け
ど

心
強
く
も

思
っ
て
た
ん
だ

な
…

太
郎
さ
ん
…

オ
レ
に
ま
た

試
練
が
…

そ
う

言
わ
れ
て
も

ね
ぇ

人
づ
き
あ
い
が

得
意
と
は

思
え
な
い

太
郎
さ
ん
が

新
し
い
場
所
で

う
ま
く

や
っ
て

い
け
る
と
も

思
え
な
い
し

心
配
だ
わ
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津
波
の
被
害
で

つ
ら
い
経
験
を

し
て
き
た

方
た
ち
…

こ
の
町
は

地
震
の
被
害
も

少
な
か
っ
た
し

災
害
公
営
住
宅
が

で
き
た
か
ら
と

い
っ
て

特
別
な
こ
と
を

し
な
く
て
も

よ
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か

何
を
し
た
ら

い
い
ん
だ
か

災
害
公
営
住
宅
が

で
き
る
っ
つ
っ
て

も
…
ね
ぇ

！

皆
さ
ん
！

も
う
す
ぐ

だ
な

静
か
な
住
宅
街
に

あ
ん
な
大
き
な

集
合
住
宅
が

で
き
た
ら

こ
こ
の
住
民
と

う
ま
く

や
っ
て
い
け
る

だ
ろ
う
か

ど
う
迎
え
た
ら

い
い
ん

だ
ろ
う
ね
ぇ

社会福祉協議会
高木さん

荻田町・自治会長
藤井さん

民生児童委員
池田さん

一
方
、
新
し
く

災
害
公
営
住
宅
が
建
つ

荻
田
町
も

と
ま
ど
っ
て
い
ま
し
た
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特
別
な
こ
と

じ
ゃ
な
い
ん
だ

そ
う
か

公
民
館
で

交
流
会
を

開
催
し
よ
う

荻
田
町
の

良
い
所
と

引
っ
越
し
て
く
る
人
の

ふ
る
さ
と
の

良
い
所
を

伝
え
合
お
う

そ
う
だ

み
ん
な

今
ま
で
み
ん
な
で

や
っ
て
き
た

一
人
一
人
が

尊
重
さ
れ
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

づ
く
り
の

延
長
と
し
て

考
え
ま
し
ょ
う
よ

自
分
が

新
し
い
町
に

引
っ
越
し
た
ら

マ
ッ
プ
を
作
ろ
う

ま
ち
の

何
が

一
番
困
る

だ
ろ
う
か

ど
の
よ
う
に

暮
ら
し
た
い

だ
ろ
う
か
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他
に
は
…こ

こ
は

桜
の
名
所

こ
の
川
は

危
険
だ
わ

こ
こ
の
パ
ン

お
い
し
い
の
よ

こ
の
酒
屋
は

配
達
し
て

く
れ
る
よ

災
害
公
営

住
宅
の
人

だ
け
じ
ゃ
な
く
て

私
た
ち
も

集
ま
る
場
所
が

ほ
し
い
わ

じ
ゃ
あ
一
緒
に

楽
し
め
る
場
所
を

作
り
ま
し
ょ
う

そ
れ
か
ら
…

そ
し
て
と
う
と
う

太
郎
さ
ん
の

引
っ
越
し
の
日
が

や
っ
て
き
ま
し
た
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な
ん
だ
か

い
っ
ぱ
い

く
っ
つ
い
と
る
し

気
に
な
っ
て

眠
れ
ね
っ
ち
ゃ

も
と
の
仮
設
に

帰
り
て
ぇ
…

こ
れ
が

「
バ
リ
ヤ
フ
リ
ー
」

か
…

な
に
な
に

10
時
間
以
上

流
れ
な
い
と

事
務
所
で

警
報
が

な
る
？

は
ぁ
〜

…
…

立
派
だ
ご
た
ぁ
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よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す

は
ぁ
…

こ
れ

子
ど
も
？

私
の
連
絡
先

何
か
あ
っ
た
ら

電
話
し
て

く
だ
さ
い
ね
！

う
ち
の
孫
と

同
じ
く
ら
い

だ
な
…

あ
っ
！

大
丈
夫
か
？

見
し
て
み
ろ

て
ぇ
し
た

こ
た
ぁ

ね
ぇ
な

宮
城
太
郎
さ
ん

で
す
か
?

こ
の
住
宅
の

支
援
員
の

ア
イ
子
で
す

翌
日

あ
る
日
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こ
れ
や
っ
か
ら

も
う

泣
く
な
？

ち
ぃ
っ
と

す
り
む
い
た

だ
け
だ

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
すよ

ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す

山
本
と

い
い
ま
す

え
っオ

レ
も
で
す

手
紙
？

恵
子
さ
ん

懐
し
い

よ
し

絶
対

行
く
べ
！

山
川
仮
設
住
宅

自
治
会
長
の

佐
藤
さ
ん

誰
だ
べ
?

山
川
仮
設
か
ら

越
し
て
き
ま
し
た

手
ぇ

だ
し
て
み

そ
し
て

1
か
月
ほ
ど

た
っ
た
あ
る
日

こ
こ
も

悪
く
な
い
か
も

し
ん
ね
ぇ
…

山川仮設住宅
同窓会のお知らせ
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そ
し
て

同
窓
会
当
日

そ
れ
か
ら

同
窓
会
は

年
に
2
回

定
期
的
に
開
催

さ
れ
ま
し
た

山川仮設住宅同窓会

太
郎
さ
ん
！

太
郎
さ
ん

元
気
だ
っ
た
？！

恵
子
さ
ん
…

え
っ
！！

支
援
員
の

ア
イ
子
さ
ん
に

太
郎
さ
ん
の

こ
と
は

よ
〜
く

頼
ん
で
る
か
ら

最
近
の
こ
と
も

聞
い
て
る
の
よ

オ
レ
の
こ
と

そ
ん
な
に

気
に
か
け
て

け
っ
た
の
か
…

メ
ー
ル
や

電
話
で

連
絡

と
り
あ
っ
て
る

の
よ
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太
郎
さ
ん
が
こ
こ
に
来
て

3
か
月
が
た
ち
ま
し
た

最
初
は

少
な
か
っ
た
入
居
者
も

今
で
は
大
勢
に

太
郎
さ
ん

変
わ
り
な
い
？

い
つ
も

す
み
ま
せ
ん
ね

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

交
流
会
？

そ
う
だ

太
郎
さ
ん

今
度
開
か
れ
る

「
ふ
れ
あ
い
交
流
会
」
に

行
っ
て

み
ま
せ
ん
か
？

荻
田
町
の
自
治
会
が

中
心
に
な
っ
て
、

地
域
の
人
や

支
援
員
が

災
害
公
営
住
宅
に

や
っ
て
き
た
私
ら
を

地
域
の
一
員
と
し
て

歓
迎
し
て
く
れ
る

そ
う
な
ん
で
す

う
ち
も
み
ん
な
で

行
く
ん
で
す

行
き
ま
し
ょ
う
よ

山
本
さ
ん
一
家

と
も
す
っ
か
り

お
友
だ
ち
に

な
り
ま
し
た

知
ら
ね
ぇ
人
は

苦
手
だ
な
…
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あ
ン
た
も
か
い
？

こ
ち
ら
も

漁
師
だ
っ
た

そ
う
で
す
よ

え
？

山
本
さ
ん
も
？

皆
さ
ん

よ
う
こ
そ

荻
田
町
へ
！

お
手
元
に

お
配
り
す
る
の
は

町
内
の
商
店
や

ラ
ジ
オ
体
操
の

行
わ
れ
る
公
園

な
ど
を
示
し
た

地
域
の

マ
ッ
プ
で
す

ど
う
ぞ

お
役
立
て

く
だ
さ
い

ふ
れ
あ
い
交
流
会

荻田町・自治会長
藤井さん

民生児童委員
池田さん

荻田町暮らしマップ
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今
日
は

楽
し
か
っ
た

今
度
は
酒
を

持
ち
寄
っ
て

飲
み
会
で
も

や
っ
ぺ
し

漁
師

や
っ
て
た
っ
て

お
二
人
に
は

魚
を

さ
ば
い
て

も
ら
お
う
や

魚
…

歓
迎
会
を

き
っ
か
け
に

災
害
公
営
住
宅
の

集
会
所
で
は

お
茶
っ
こ

立
ち
上
げ
に
あ
た
っ
て

ア
イ
子
さ
ん
と

住
民
が
協
力
し
て

地
域
住
民
の

意
見
を
聞
い
た
り

他
の
地
域
の

お
茶
っ
こ
を

見
学
し
た
り

担
い
手
や

財
源
確
保
に
つ
い
て

調
べ
た
り

自
治
会
の

協
力
を
得
て

週
1
回
の

「
お
茶
っ
こ
」
が

開
か
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た

は
ー
いわ

か
り

ま
し
た
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太
郎
さ
ん
も

す
っ
か
り
常
連
ね

そ
ぉ
か
い

長
谷
川

さ
ん
も

ひ
と
り

な
ん
か
い

太
郎
さ
ん

サ
カ
ナ
た
の
む
よ

イ
キ
イ
キ

し
ち
ゃ
っ
て

き
ょ
う
は

長
谷
川
さ
ん

長
谷
川

さ
ん
？

見
か
け
な
い
ね
？

帰
り
に

寄
っ
て
み
っ
か

よ
か
っ
た

楽
し
そ
う

で
…恵

子
さ
ん
に

伝
え
な
き
ゃ

長
谷
川
さ
ん
も

ひ
と
り
暮
ら
し

は
い
よ
っ

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く

た
っ
た
あ
る
日



こ
こ
は

オ
レ
を
含
め
て

ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
が
多
い

「
も
し
も
の
と
き
」
が

い
つ
来
る
か

わ
が
ん
ね
ぇ
ん
だ

19 18

新
聞
が

た
ま
っ
て
る

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の

井
関
さ
ん
を

連
れ
て
き
た
わ

緊
急
連
絡
先
に

電
話
し
て
も

行
き
先
が

わ
か
ら
な
い
ん
で
す

旅
行
だ
べ
か
？

ど
う
し
た
ら
い
い
か

ア
イ
子
さ
ん
に

聞
い
て
み
っ
か

え
っ
？

長
谷
川
さ
ん
？

警
察
で
す
！

幸
い

命
に
別
状
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

居
間
で
倒
れ
て
い
た

長
谷
川
さ
ん



介護家族

21 20

地域ケア会議
今
回
の

長
谷
川
さ
ん
の
件
で

思
う
の
は

長
谷
川
さ
ん

だ
け
じ
ゃ
な
い

家
族
と

同
居

し
て
い
て
も

お
茶
っ
こ

に
も
来
な
い

閉
じ
こ
も
り

が
ち
な
人
が

多
く
て

心
配

介
護
や

ひ
き
こ
も
り
で

出
て
こ
な
い

人
も
多
い

支援員
アイ子さん

社協の課長地域包括支援センター
井関さん

民生児童委員
協議会会長

災害公営住宅の
班長

災
害
公
営
住
宅
で
は

入
居
者
の
独
居
世
帯
は

他
地
域
の

2
倍
に
上
り
ま
す

ま
た

高
齢
者
だ
け
で
な
く

中
年
層
の

閉
じ
こ
も
り
が
ち
な

独
居
男
性
も

増
え
て
い
ま
す

話
し
合
い
を
受
け

自
治
会
長

民
生
児
童
委
員

協
議
会
会
長
も

こ
の
問
題
に
つ
い
て

相
談
し

定
例
会
の
議
題
に

あ
げ
て
も
ら
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た

荻田町自治会長
藤井さん
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そ
れ
ら
の
意
見
を
元
に

自
治
会
、
老
人
会
、

女
性
会
、
P
T
A

民
生
児
童
委
員
協
議
会
、
社
協
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

行
政
で

意
見
交
換
会
を
経
て

地
域
の

閉
じ
こ
も
り
の

実
態
調
査
を

実
施

65
歳
未
満
の

閉
じ
こ
も
り
者
数

が
町
内
に

50
人
以
上

い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た

ま
た

高
齢
者
を

対
象
に
し
た

調
査
か
ら
も

移
動
手
段
が
な
く
て

外
出
困
難
な
人
が

か
な
り
の
数
に

な
る
こ
と
が

見
え
て

き
ま
し
た

民
生
児
童
委
員

地
区
社
協
等
の

協
力
を
得
て

2
か
月
に
及
ぶ

調
査
の
結
果

地
域
の
見
守
り
・

支
え
合
い

体
制
づ
く
り

に
向
け
た

意
見
交
換
会
を

開
催
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
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意
見
交
換
会
で
は

い
ろ
ん
な
意
見
が

出
さ
れ
ま
し
た

も
っ
と
声
か
け

見
守
り
の
輪
を

広
げ
る
べ
き
だ

閉
じ
こ
も
り
に
は 

本
人
の
問
題
も

あ
る
の
で
は
な
い
か

民
生
児
童
委
員
と

地
区
社
協
と

自
治
会
役
員
を

交
え
た

調
査
報
告
会
と

閉
じ
こ
も
り
に

つ
い
て
の

勉
強
会
を

開
催
し
た
ら

ど
う
だ
ろ
う

太
郎
さ
ん
も

参
加

し
ま
せ
ん
？

よ
ぉ
す

や
っ
て
み
っ
ぺ
し
！

長
谷
川
さ
ん
を

助
け
た

じ
ゃ
な
い

支
援
さ
れ
る

だ
け
じ
ゃ
な
く

お
互
い
に
サ
ポ
ー
ト

し
合
う
第
1
歩
よ

が
ん
ば
っ
て
！

え
？

荻田町自治会長
藤井さん
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こ
こ
を
お
す
と

飛
び
跳
ね
る
ん
だ
よ

ヒ
ロ
シ
、

懐
か
し
い
ね
えタ

ケ
シ

だ
っ
て
ば

あ
そ
こ
の

お
ば
あ
さ
ん

こ
の
頃
ゴ
ミ
出
し
の

日
に
ち
を

間
違
え
る
っ
て

あ
れ
か
ら
3
カ
月
、

萩
田
町
で
は
…
…

太
郎
さ
ん
は
親
し
く
な
っ
た

山
本
さ
ん
家
の
タ
ケ
シ
君
と

子
ど
も
の
作
っ
た

折
り
紙
な
ど
を
も
っ
て

団
地
の
お
年
寄
り
宅
を

訪
問
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
し
た

こ
ん
に
ち
は

い
つ
も
ゴ
ミ
出
し

あ
り
が
と
う

太
郎
さ
ん

太
郎
さ
ん

ま
た
一
局

や
り

ま
し
ょ
う

誰
か
と

つ
な
が
っ
て

い
る

誰
か
の

役
に
立
て
る

そ
れ
が

こ
ん
な
に

う
れ
し
い

な
ん
て

こ
れ
が
オ
レ
の

第
一
歩
な
ん
だ
な
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●
被
災
者
か
ら
一
般
住
民
へ
の
移
行

仮
設
住
宅
か
ら
災
害
公
営
住
宅
へ
の
転
居
期
は
、
被
災
者
と
し
て
生
活

し
て
い
る
時
期
か
ら
一
般
住
民
へ
と
移
行
す
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
突

然
の
被
災
、
そ
の
後
の
避
難
所
暮
ら
し
と
仮
設
住
宅
で
の
生
活
で
は
、
こ

れ
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た
人
生
が
否
定
さ
れ
た
り
、
す
べ
て
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
災
害
公
営
住
宅
へ
の

転
居
期
は
、
再
び
新
し
い
地
域
で
一
住
民
と
し
て
日
常
生
活
を
取
り
戻
す

準
備
を
す
る
時
期
で
す
。

被
災
し
た
人
た
ち
は
、
震
災
後
、
被
災
者
と
い
う
側
面
ば
か
り
が
注
目

さ
れ
、
関
わ
ら
れ
る
こ
と
に
疲
れ
て
い
る
と
い
う
人
も
多
く
い
ま
す
。
し

か
し
、
被
災
者
で
あ
る
こ
と
を
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
も
違
和
感
を
覚
え
て

い
ま
す
。
災
害
公
営
住
宅
へ
の
転
居
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
被
災

者
と
い
う
側
面
を
理
解
し
つ
つ
も
、
地
域
の
新
し
い
住
民
と
し
て
受
け
入

れ
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
す
。

●
被
災
者
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
力
を
知
ろ
う

被
災
し
た
人
た
ち
は
、
何
事
に
も
が
ま
ん
を
強
い
ら
れ
る
生
活
を
し
て

仮
設
住
宅
か
ら
災
害
公
営
住
宅
へ

転
居
期
の
課
題

き
ま
し
た
。
仮
設
住
宅
で
は
、
水
洗
ト
イ
レ
の
音
に
も
気
を
遣
い
、
深
夜

は
ト
イ
レ
を
で
き
る
だ
け
使
用
し
な
い
と
い
う
人
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
元

は
戸
建
て
住
宅
で
生
活
し
て
い
た
人
が
多
く
、
生
活
音
に
よ
る
ト
ラ
ブ

ル
は
は
じ
め
て
経
験
す
る
と
い
う
人
が
多
く
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

経
験
を
重
ね
て
き
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
が
、
地
域
住
民

と
し
て
地
域
の
日
常
に
自
然
に
溶
け
込
む
よ
う
な
関
わ
り
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
被
災
前
の
生
活
に
お
い
て
も
厳
し
い
生
活
環
境
の
な
か
で
、
住

民
相
互
の
支
え
合
い
や
生
活
の
工
夫
を
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
き
た
人
た
ち
も

少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。
支
援
者
は
被
災
者
の
弱
い
面
ば
か
り
を
強
調
し
て

し
ま
い
、
被
災
者
は
支
援
を
必
要
と
す
る
人
と
し
て
評
価
さ
れ
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
さ
ら
に
厳
し
い
生
活
環
境
を
支
え
合
う
こ
と
や
工
夫
を
す
る

こ
と
で
、
乗
り
越
え
る
と
い
う
貴
重
な
経
験
を
し
て
い
る
人
た
ち
で
も
あ

り
ま
す
。
地
域
に
被
災
者
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の

苦
労
を
聞
く
と
と
も
に
、
今
ま
で
体
験
し
て
き
た
支
え
合
い
や
そ
の
工
夫

を
教
え
て
も
ら
う
貴
重
な
機
会
に
も
な
り
ま
す
。
受
け
入
れ
る
側
の
地
域

の
人
た
ち
は
、
被
災
者
の
今
ま
で
の
暮
ら
し
の
知
恵
や
生
活
の
工
夫
を
新

し
い
地
域
で
共
有
し
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
活
か
す
と
い
う

視
点
が
受
け
入
れ
の
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。
避
難
所
や
仮
設
住
宅
な
ど
の

環
境
の
変
化
に
耐
え
て
、
乗
り
切
っ
て
き
た
人
た
ち
の
力
を
新
し
い
地
域

で
も
発
揮
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
し
っ
か
り
と
意
識
し
て
地
域
づ
く
り
に

活
か
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
受
け
入
れ
る
地
域
の
人
た
ち
も
地
域
の
文
化

や
伝
統
、
地
域
の
よ
い
点
や
課
題
を
交
流
の
な
か
で
、
時
間
を
か
け
て
理

解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
す
。

●
大
坂
　
純

     

仙
台
白
百
合
女
子
大
学 

教
授

解
説
①



阪神・淡路大震災の支援から学ぶ

30年先の地域づくり
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橋
本
町

子
育
て
サ
ー
ク
ル

「
あ
ひ
る
の
会
」

今
日
は

週
1
回
の

サ
ー
ク
ル
活
動
日

う
ん
？

何
か
知
っ
て
る
？

ど
ん
な
人
た
ち
が

入
っ
て

来
る
の
か
し
ら
？

車
が
増
え
て

道
路
が
危
な
く

な
ら
な
い

か
し
ら
？

リ
ョ
ウ
子
さ
ん

災
害
公
営
住
宅
が

で
き
る
っ
て

話
だ
け
ど

子育てサークルの
代表
リョウ子さん

※この物語はフィクションです。実在の場所、人物とは関係ありません。

協力：佐藤寿一
画　：スプラウトデザイン

中央公民館
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次
の

あ
ひ
る
の
会
の

活
動
日

詳
し
い
こ
と
は

何
も

知
ら
な
い
の

自
治
会
長
さ
ん
が

お
隣
だ
か
ら

聞
い
て
み
る
ね

あ
ひ
る
の
会
の

皆
が

不
安
が
っ
て
る

ん
で
す

こ
こ
に

鉄
筋
５
階
建
て

の
住
宅
が
4
棟

で
き
る
ん
だ
よこ

ん
な

大
き
な
団
地
が

で
き
る
ん
だ

た
く
さ
ん
の

人
が
来
る
と

ま
ち
が

荒
れ
た
り
す
る

ん
じ
ゃ
な
い
？

こ
こ
っ
て

災
害
公
営
住
宅
の

住
民
だ
け
の
も
の
？

ま
ち
の
様
子
が

変
わ
る
ね

今
度
の

あ
ひ
る
の
会
に

話
し
に

行
こ
う
か
？

そ
う
な
の
…

そ
れ
と

こ
の「
集
会
所
」
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こ
こ
っ
て

私
た
ち
も

使
え
る
の

か
し
ら
…

そ
の
こ
と

な
ら
…

活
動
場
所
の

確
保
っ
て

結
構
た
い
へ
ん

な
の
よ
ね

団
地
の
人
に

自
治
会
に
も

入
っ
て

も
ら
お
う
と

思
っ
て
い
る
の
で

荻
田
町
に

視
察
に

行
っ
た
り

昨
年

災
害
公
営
住
宅
が

で
き
た

行
政
と
し
て
も

い
ろ
い
ろ
考
え
て

や
っ
て

い
る
ん
だ
よ

信
一
君
の

お
じ
さ
ん
っ
て

関
西
で
社
協
に
勤
め
て

い
る
ん
だ
っ
け
？

そ
の

お
じ
さ
ん
な
ら

夫
婦
で

今
度
の
連
休
に

遊
び
に
来
る
よ

ね
え
ね
え

み
ん
な
！

T
K
市
の
社
協
に

勤
め
て
い
て

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

と
き
の
こ
と
に

詳
し
い
人
が

い
る
ん
だ
け
ど

そ
の
人
に

い
ろ
い
ろ

お
話
を

聞
け
な
い

か
し
ら
？

聞
い
て

み
た
い
わ
！

そ
う
い
え
ば

確
か
…

こ
ん
ば
ん
は

リ
ョ
ウ
子
さ
ん

信一君の伯父で
兵庫県 TK 市社協に勤める
高橋さん

お向かいの
家の高校生
藤原信一君



高橋さんの話ー阪神・淡路大震災のときー

阪神・淡路大震災の概要

災害公営住宅の高齢化率の推移

日時

規模

最大震度

死者・行方不明者

負傷者

家屋被害（全・半壊）
避難者（兵庫県内）
（最大時：1999年1月23日）

仮設住宅（兵庫県内）
（最大時：1999年11月15日）

1995年1月17日　5:46

M7.3

震度７

6,437人

43,792人

460,357世帯（249,180棟）

316,678人

88,572人（46,617戸）

10

20

30

40

50

2001
(6 年後 )

2006
(11年後 )

2013
(18年後 )

40.5

45.8

49.2

34.4

40.6

45.4

15.4

20.2

28.6

12.5

16.9

23.8

災害公営住宅
(高齢化率 )

災害公営住宅
(単身高齢世帯率 )

一般県営住宅
(高齢化率 )

一般県営住宅
(単身高齢世帯率 )

%

高齢者の課題を生み出した要因

高齢化率

元
の
住
居

13.6％
（1995年 兵庫県）

30.3％
（1996年3月）

40.5％
（2001年12月）

転居
避
難
所

転居 仮
設
住
宅

災
害
公
営
住
宅

転居

高齢者
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① 転居を繰り返すたびに高齢化率が高くなっていった

② 転居を繰り返すことで住民同士のつながりを失っていった

　阪神・淡路大震災は、直下型地震で揺れが
大きい場所の被害が甚大だったのです。兵庫
県全体で6,500人弱が亡くなり、43,000人く
らいが怪我をしました。46万戸の家屋が全半
壊しています。仮設住宅には最大時で約
46,000戸、88,000人が暮らしていました。

　入居の完了時点（２００１年）で高齢化率が40%、単身高齢世帯率が34%でした。一般県営住宅が
その当時高齢化率が15%、単身高齢世帯率が12%ですから、それと比べれば倍以上の水準でスタート
しています。それが時間の経過でどうなったかというと、２０１３年には、高齢化率が49.2％、単身高齢
世帯率が45.4%となり、半分の人が65歳を超えている状態です。一般県営住宅と比較すると倍くらい
の水準を保って推移してきていることがわかります。

　仮設住宅への移住：地域ごとに移転するという配慮のされた地区もあったが、ほとんどは抽選で決
められ、さらに優先入居の仕組みをとったため、高齢者や障害者が集まる結果に。
（→これが 1 度目の環境の変化・関係の分断）

　なぜこういう状況になるのかを説明します。震災が起きた当時の１９９５年の兵庫県の高齢化率は
13.6%でした。震災が起きて、家が潰れて避難所に行く。避難所から仮設住宅に移り、１９９６年の仮
設住宅の高齢化率が30.3%です。仮設住宅に移った段階で倍くらいになっています。5年後の災害公
営住宅の高齢化率は、40.5%です。その理由は、自力で住宅を確保できた人は、順に引っ越していくた
め、それが難しい人たちだけが仮設住宅に残ったからです。さらにそのなかから支援の必要な人が優
先的に災害公営住宅に移っていく。支援の必要な人たちが集まって住む環境をつくっていく、というこ
とになっていったわけです。

　さらに２年後には、災害公営住宅への移住が始まる。優先入居枠が決められ、仮設住宅で築いた人
間関係が再び分断されることに。
（→これが 2 度目の環境の変化・関係の分断）

1度目の環境の変化・関係の分断 2度目の環境の変化・関係の分断
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高橋さんの話ー阪神・淡路大震災のときー
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らいが怪我をしました。46万戸の家屋が全半
壊しています。仮設住宅には最大時で約
46,000戸、88,000人が暮らしていました。
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世帯率が45.4%となり、半分の人が65歳を超えている状態です。一般県営住宅と比較すると倍くらい
の水準を保って推移してきていることがわかります。

　仮設住宅への移住：地域ごとに移転するという配慮のされた地区もあったが、ほとんどは抽選で決
められ、さらに優先入居の仕組みをとったため、高齢者や障害者が集まる結果に。
（→これが 1 度目の環境の変化・関係の分断）

　なぜこういう状況になるのかを説明します。震災が起きた当時の１９９５年の兵庫県の高齢化率は
13.6%でした。震災が起きて、家が潰れて避難所に行く。避難所から仮設住宅に移り、１９９６年の仮
設住宅の高齢化率が30.3%です。仮設住宅に移った段階で倍くらいになっています。5年後の災害公
営住宅の高齢化率は、40.5%です。その理由は、自力で住宅を確保できた人は、順に引っ越していくた
め、それが難しい人たちだけが仮設住宅に残ったからです。さらにそのなかから支援の必要な人が優
先的に災害公営住宅に移っていく。支援の必要な人たちが集まって住む環境をつくっていく、というこ
とになっていったわけです。

　さらに２年後には、災害公営住宅への移住が始まる。優先入居枠が決められ、仮設住宅で築いた人
間関係が再び分断されることに。
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高橋さんの話ー兵庫県宝塚市の取り組み例ー

避難所～仮設住宅～災害公営住宅の流れ

避難所

1995.1～

仮設住宅

1995.2～

災害公営住宅

1997.4～

住宅の再建もしくは民間住宅への移住

兵庫県の復興施策に合わせた宝塚市の災害公営住宅支援の流れ
1997年～

生活復興相談員を設置
災害公営住宅全戸の戸別訪問の実施と自治会活動の支援を行った

個別・組織化

2001年～
高齢世帯生活援助員を設置
65歳以上の高齢者（独居、夫婦世帯）および障害者宅の戸別訪問を実施

個別

2007年～

高齢者自立支援ひろばスタッフを設置
65歳以上の高齢者および障害者宅の戸別訪問と災害公営住宅と
その周辺地域とのコミュニティづくりの支援を実施

個別・組織化

災害公営住宅への見守り支援

生活復興相談員

シルバーハウジングの居住者を対象とした
常駐による見守り、コミュニティ支援等

1997～2001

●住居全世帯を
　支援
　 　見守りを強化

　軽度生活支援
　コミュニティ支援 等
　最大102人

　定期訪問による相談、
　情報提供
　自治会設立支援 等
　最大165人

ＳＣＳ（高齢世帯
生活援助員）

2001～

●高齢者・障害者の
　支援に特化

　常駐見守り
　健康づくり
　コミュニティ支援 
　ネットワークづくり
　54か所

高齢者
自立支援ひろば

2006～

●常駐での支援

ＬＳＡ（生活援助員）

宝塚市の災害公営住宅への対応と現状

重度の人は介護保険などの一般施策で対応する

　１９９５年の発災から、仮設住宅・災害公営住宅
へと生活の場は変わっていきましたが、その間にも
住宅の再建や民間住宅への移住など、経済力・体
力のある人たちは自立していきました。
　最終的に災害公営住宅に移住したのは、経済
的・身体的などの理由により自立したくてもできな
かった人たちでした。

　兵庫県の災害公営住宅への施策は、
１９９７年の生活復興相談員から始ま
りました。支援当初は、個別支援と自治
会への支援、地域とのつながりづくりな
どの組織化の支援を行っていましたが、
２００１年からは個別支援のみになり、
２００６年には再度個別支援とコミュニ
ティづくりの支援を行うようになりまし
た。これらの施策はすべて年限のある施
策で、期限が迫ると再度延長することを
繰り返してきました。

・周辺住民には、十分な説明もないままに住宅がポンとできた
　→積極的に反対はしにくいが、気持ちよく受け入れられないという住民感情があった。
　　その結果、住宅住民との軋轢が生まれた地域もある。

・抽選による入居の結果が、１０年経っても住宅になじむことのできない人を生み出している。
・新たな入居者も、支援の必要な人が集まるような状況になっている。
・地域と接点がなく、孤立している住宅が多い。

2005 年の宝塚市災害公営住宅の状況報告より

　災害公営住宅は、一定の期間が過ぎると一般の市営・県営住宅になる。その後の新たな入居
者は一般の住宅への入居が困難な人（所得制限、ひとり暮らし高齢者、障害者など）が多くなる。
また、中年の男性独居者でアルコール依存や生活苦による自死が増えた。この人たちは、高齢世
帯生活援助員の見守り対象外だった。

　もう復興がキーワードではなくなってくる。元からいる入居者はますます高齢化・重度化する
が、新たな入居者も何らかの生活課題を抱えている人が多く、支え合いや見守りが機能しなく
なってくる。自治会の維持すら困難になり、自治会を解散するという議論も出てきている。

10年も経てば地域では震災は過去の出来事になりつつあるが、
災害公営住宅にはまだ生活を取り戻せない人たちがいる

あつ れき

・時間が経てば経つほど、地域との差が顕著になる
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高橋さんの話ー兵庫県宝塚市の取り組み例ー

避難所～仮設住宅～災害公営住宅の流れ
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災害公営住宅

1997.4～

住宅の再建もしくは民間住宅への移住

兵庫県の復興施策に合わせた宝塚市の災害公営住宅支援の流れ
1997年～

生活復興相談員を設置
災害公営住宅全戸の戸別訪問の実施と自治会活動の支援を行った

個別・組織化

2001年～
高齢世帯生活援助員を設置
65歳以上の高齢者（独居、夫婦世帯）および障害者宅の戸別訪問を実施

個別

2007年～

高齢者自立支援ひろばスタッフを設置
65歳以上の高齢者および障害者宅の戸別訪問と災害公営住宅と
その周辺地域とのコミュニティづくりの支援を実施

個別・組織化

災害公営住宅への見守り支援

生活復興相談員

シルバーハウジングの居住者を対象とした
常駐による見守り、コミュニティ支援等

1997～2001

●住居全世帯を
　支援
　 　見守りを強化

　軽度生活支援
　コミュニティ支援 等
　最大102人

　定期訪問による相談、
　情報提供
　自治会設立支援 等
　最大165人

ＳＣＳ（高齢世帯
生活援助員）

2001～

●高齢者・障害者の
　支援に特化

　常駐見守り
　健康づくり
　コミュニティ支援 
　ネットワークづくり
　54か所

高齢者
自立支援ひろば

2006～

●常駐での支援

ＬＳＡ（生活援助員）

宝塚市の災害公営住宅への対応と現状

重度の人は介護保険などの一般施策で対応する

　１９９５年の発災から、仮設住宅・災害公営住宅
へと生活の場は変わっていきましたが、その間にも
住宅の再建や民間住宅への移住など、経済力・体
力のある人たちは自立していきました。
　最終的に災害公営住宅に移住したのは、経済
的・身体的などの理由により自立したくてもできな
かった人たちでした。

　兵庫県の災害公営住宅への施策は、
１９９７年の生活復興相談員から始ま
りました。支援当初は、個別支援と自治
会への支援、地域とのつながりづくりな
どの組織化の支援を行っていましたが、
２００１年からは個別支援のみになり、
２００６年には再度個別支援とコミュニ
ティづくりの支援を行うようになりまし
た。これらの施策はすべて年限のある施
策で、期限が迫ると再度延長することを
繰り返してきました。

・周辺住民には、十分な説明もないままに住宅がポンとできた
　→積極的に反対はしにくいが、気持ちよく受け入れられないという住民感情があった。
　　その結果、住宅住民との軋轢が生まれた地域もある。

・抽選による入居の結果が、１０年経っても住宅になじむことのできない人を生み出している。
・新たな入居者も、支援の必要な人が集まるような状況になっている。
・地域と接点がなく、孤立している住宅が多い。
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　災害公営住宅は、一定の期間が過ぎると一般の市営・県営住宅になる。その後の新たな入居
者は一般の住宅への入居が困難な人（所得制限、ひとり暮らし高齢者、障害者など）が多くなる。
また、中年の男性独居者でアルコール依存や生活苦による自死が増えた。この人たちは、高齢世
帯生活援助員の見守り対象外だった。

　もう復興がキーワードではなくなってくる。元からいる入居者はますます高齢化・重度化する
が、新たな入居者も何らかの生活課題を抱えている人が多く、支え合いや見守りが機能しなく
なってくる。自治会の維持すら困難になり、自治会を解散するという議論も出てきている。

10年も経てば地域では震災は過去の出来事になりつつあるが、
災害公営住宅にはまだ生活を取り戻せない人たちがいる

あつ れき

・時間が経てば経つほど、地域との差が顕著になる
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事例1 「お茶会」から「会食会」へ
（尼崎市　市営神崎北団地）

最初に必要だったのが、住民同士や周辺地域との
つながりづくりだった。

・復興施策と一般施策の担当課が異なるという行政の縦割り

復興の部署と福祉・住宅の部署がつながらなければならない。
復興部署では、長期的な施策の展望ができないまま、問題が出てくれば
対処することの繰り返しになりがち。対症療法のため、常に実態を後追
いすることになる。

・仮設住宅から災害公営住宅などの転居先へ支援をつなぐ

災害公営住宅等の転居先の支援者とまったくつながらな
かった。
必要な情報を引き継ぐという発想がなかった。

仮設住宅での支援を転居先へいかにうまくリンクさせるか
が重要。

・阪神・淡路では、住民と専門職が生活課題をともに考えながら
一緒に解決していくという場づくりが充分できなかった。

専門職は専門職、住民は住民として動き、専門職と住民が
ともに考える場がなかなか生まれなかった。
住民は専門職とどうつきあうか。
専門職は、「被災住民も周辺の住民も一つ」という視点がたいせつである。

　1997年に尼崎市に初めてつくられた災害公営住宅。仮設住宅からの入居者は、新しい機器の使い

方や近隣との交流などに不安をもっていたため、ＬＳＡが「お茶会」を開催したところ、単身高齢者17人

中７人がやってきた。以降、住民同士の顔合わせを目的に、月１回「お茶会」を開催することになった。

　このお茶会には、仮設住宅からの引っ越しを手伝ったボランティアグループや学生が主催したものな

ど、さまざまなボランティア団体が関わった。このお茶会で認知症の夫婦がふともらした「ここでご飯は

食べられませんか？」というひとことがきっかけで「ふれあい会食会」も始まった。こうしたボランティア

との交流は、住民だけでなくＬＳＡも元気づけることになり、災害公営住宅の入居者へのサポートに好

影響を及ぼした。

　また、当初は大学生がボランティアで作成したコミュニティ新聞を入居者に配付していたが、その後、

名称を変えて自治会、民生児童委員、地区社協等で構成される委員会が発行するようになった。必要だ

と思うものは、周囲の力を借りて、仲間をつくること̶̶これが資源づくりの第一歩である。
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事例1 「お茶会」から「会食会」へ
（尼崎市　市営神崎北団地）

最初に必要だったのが、住民同士や周辺地域との
つながりづくりだった。

・復興施策と一般施策の担当課が異なるという行政の縦割り

復興の部署と福祉・住宅の部署がつながらなければならない。
復興部署では、長期的な施策の展望ができないまま、問題が出てくれば
対処することの繰り返しになりがち。対症療法のため、常に実態を後追
いすることになる。

・仮設住宅から災害公営住宅などの転居先へ支援をつなぐ

災害公営住宅等の転居先の支援者とまったくつながらな
かった。
必要な情報を引き継ぐという発想がなかった。

仮設住宅での支援を転居先へいかにうまくリンクさせるか
が重要。

・阪神・淡路では、住民と専門職が生活課題をともに考えながら
一緒に解決していくという場づくりが充分できなかった。

専門職は専門職、住民は住民として動き、専門職と住民が
ともに考える場がなかなか生まれなかった。
住民は専門職とどうつきあうか。
専門職は、「被災住民も周辺の住民も一つ」という視点がたいせつである。

　1997年に尼崎市に初めてつくられた災害公営住宅。仮設住宅からの入居者は、新しい機器の使い

方や近隣との交流などに不安をもっていたため、ＬＳＡが「お茶会」を開催したところ、単身高齢者17人

中７人がやってきた。以降、住民同士の顔合わせを目的に、月１回「お茶会」を開催することになった。

　このお茶会には、仮設住宅からの引っ越しを手伝ったボランティアグループや学生が主催したものな

ど、さまざまなボランティア団体が関わった。このお茶会で認知症の夫婦がふともらした「ここでご飯は

食べられませんか？」というひとことがきっかけで「ふれあい会食会」も始まった。こうしたボランティア

との交流は、住民だけでなくＬＳＡも元気づけることになり、災害公営住宅の入居者へのサポートに好

影響を及ぼした。

　また、当初は大学生がボランティアで作成したコミュニティ新聞を入居者に配付していたが、その後、

名称を変えて自治会、民生児童委員、地区社協等で構成される委員会が発行するようになった。必要だ

と思うものは、周囲の力を借りて、仲間をつくること̶̶これが資源づくりの第一歩である。
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事例2 ボランティアグループをつくって喫茶オープン
（宝塚市　県営福井鉄筋住宅）

　県内各所の仮設住宅から抽選によって移り住んだ人が多い災害公営住宅のため、入居者同士のなじ

みが薄いという特徴があった。そのせいか、校区のまちづくり協議会が町内の会館で食事会を開催して

も、なかなか継続して参加する人が少ないという状況だった。

　ならば、地域から災害公営住宅へ出向いて、そこの集会所で喫茶を開こうと地域住民が立ち上がっ

た。民生児童委員が中心になってボランティアグループ「ぐるーぷなか」を結成し、2006年７月に「喫茶

ほんわか」をオープン。月１回開催している。

　2008年からは、食事会「1日ゆったりの会」を開始。食事会に参加できない人には、自宅へ食事を届

け、その際に会話を楽しんだり、つながりが途絶えないような工夫をしている。集会所を利用し、災害公

営住宅だけでなく地域全体を支援することが、成功の鍵となった。

事例3 災害公営住宅の自治会が「ふれあいいきいきサロン」開催
（宝塚市　市営安倉南住宅）

事例4 集会室を活かして周辺地域と交流
（姫路市　県営姫路勝原第２鉄筋団地）

　1997年の入居の年に、災害公営住宅内に自治会が

発足した。市社協のサポートもあり、その２年後に自治

会役員を中心に週1回の「ふれあいいきいきサロン」が

始まった。周辺地域へもチラシを配付し、参加を呼びか

けたことで、地域との交流が生まれた。ほかの災害公営

住宅の自治会との交流や関係機関との情報交換会を

開催するなどさまざまな活動に発展。今では市社協と

の協働で、週1回総合相談窓口を設けている。

　この地域は、県営住宅周辺の分譲住宅群が一つの自治会だったため、自治会が災害公営住宅２棟

（うち21戸がシルバーハウジング）の住民をみんなで受け入れようという意識があった。

　災害公営住宅に配置されたＬＳＡは、元からいる住民と新しい入居者のパイプ役を意識して動き、双

方の交流を深めるために「ふれあい親睦会」も開催した。

　また、災害公営住宅内の集会所は、自治会の会館として地域住民が気軽に立ち寄れる地域拠点とな

り、「あそこへいけば誰かとおしゃべりできる」と住民の出入りの絶えない、にぎやかな場所になった。

35 34



35 34

私
た
ち
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に
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岩手日報 11月12 日

福島民報 6 月11日

河北新報 7 月13 日

石巻かほく7 月 26 日

福島民友 6 月 23 日

河北新報 9 月 29 日

※新聞記事はすべて 2014 年
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●
被
災
者
の
立
場
を
理
解
す
る

被
災
者
は
、
新
し
い
地
域
に
慣
れ
る
ま
で
相
当
の
努
力
を
必
要
と
し
ま

す
。
こ
れ
は
時
間
の
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
慣
れ
な
い

地
域
で
の
暮
ら
し
を
し
て
き
た
被
災
者
は
、
再
び
慣
れ
な
い
地
域
で
の
生

活
を
強
い
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
て
地
域

に
溶
け
込
む
こ
と
の
で
き
る
人
も
い
ま
す
が
、
高
齢
化
や
障
害
や
疾
病
の

重
度
化
、
仮
設
住
宅
で
の
生
活
疲
れ
と
い
っ
た
理
由
か
ら
地
域
に
溶
け
込

む
こ
と
が
で
き
な
い
人
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
人
へ
の
働
き
か
け
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
あ
せ
ら
ず
に
相
手
の

ペ
ー
ス
に
沿
っ
て
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
時
間
を
か
け
る
こ
と
、
待
つ

こ
と
を
忘
れ
な
い
こ
と
、
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
と
も
に
地
域
を
つ
く
る
姿
勢

受
け
入
れ
地
域
の
人
た
ち
は
た
だ
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
と
も
に

災
害
公
営
住
宅
が
建
つ

地
域
住
民
の
視
点

　
＿
受
け
入
れ
る
際
の
留
意
点

住
み
よ
い
新
し
い
地
域
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
被
災
者
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
な
い
お
つ
き
あ

い
、
違
い
を
認
め
合
い
、
折
り
合
い
を
つ
け
て
ゆ
く
関
係
性
を
つ
く
る
こ

と
が
た
い
せ
つ
で
す
。

●
も
と
も
と
の
地
域
に
あ
る
課
題
を
共
有
す
る　

被
災
者
に
と
っ
て
は
、
新
し
い
地
域
で
日
常
生
活
を
整
え
る
時
期
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
受
け
入
れ
る
地
域
の
人
に
と
っ
て
は
、
新
住
民
を
迎
え

て
新
し
い
地
域
づ
く
り
を
す
る
時
期
で
す
。
地
域
の
住
民
側
は
、
環
境
の

変
化
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
人
や
、
自
分
た
ち
の
生
活
に

も
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
人
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。

特
に
、
災
害
公
営
住
宅
が
建
つ
地
域
で
は
、
入
居
者
の
高
い
高
齢
化
比
率

の
問
題
や
地
域
で
の
孤
立
な
ど
の
問
題
が
心
配
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
問
題
は
、
災
害
公
営
住
宅
だ
け
の
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
。
決
し
て

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
受
け
入
れ
る
地
域
に
お
い
て
も
、
高
齢
化
や
地
域

支
え
合
い
の
希
薄
化
な
ど
と
い
っ
た
課
題
は
、
少
な
か
ら
ず
存
在
し
ま
す
。

災
害
公
営
住
宅
が
建
つ
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
課
題
を
抱
え
る
の
で
は

な
い
、
と
い
う
意
識
を
も
つ
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
す
。
迎
え
入
れ
る
住
民

の
皆
さ
ん
は
、
地
域
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
、
新
し
く
加
わ
る
住
民

の
皆
さ
ん
と
共
有
し
、
と
も
に
支
え
合
う
た
め
の
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と

を
し
っ
か
り
と
意
識
し
ま
し
ょ
う
。

そ
の
た
め
に
重
要
な
視
点
を
３
つ
上
げ
ま
す
。

●
大
坂
　
純
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②
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？

１　
「
理
解
し
合
い
伝
え
合
う
」
と
い
う
視
点

お
互
い
を
理
解
す
る
に
は
、
時
間
が
必
要
で
す
。
受
け
入
れ
地
域
の
皆

さ
ん
か
ら
、
地
域
の
文
化
や
伝
統
な
ど
の
よ
い
と
こ
ろ
を
た
く
さ
ん
伝
え

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
災
害
公
営
住
宅
に
入
居
す
る
人
た
ち
が
ど
う
い
っ
た

仕
事
や
暮
ら
し
を
し
て
き
た
の
か
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
な
ど
を

よ
く
聞
く
と
い
う
姿
勢
も
た
い
せ
つ
で
す
。

２　
「
将
来
を
見
据
え
た
関
係
づ
く
り
」
と
い
う
視
点

最
初
は
ぎ
く
し
ゃ
く
す
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
起
こ
り
ま
す
。
住
民
一

人
ひ
と
り
が
、
そ
の
人
ら
し
く
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
づ
く
り

に
は
、
旧
住
民
と
新
住
民
の
間
の
隔
た
り
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
今
だ
け

を
見
る
の
で
は
な
く
、
遠
い
将
来
を
も
見
据
え
た
地
域
づ
く
り
を
と
も
に

行
っ
て
い
く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
意
識
し
ま
し
ょ
う
。

３　
「
認
め
合
う
関
係
づ
く
り
」
と
い
う
視
点

第
１
の
視
点
と
第
２
の
視
点
で
関
わ
る
と
き
、
認
め
合
う
関
係
を
意
識

す
る
こ
と
で
、
２
つ
の
視
点
に
よ
る
関
わ
り
が
う
ま
く
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
災
害
公
営
住
宅
が
、
終
の
住
み
処
と
な
る
人
た
ち
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
で
し
ょ
う
。
と
も
に
新
し
い
地
域
づ
く
り
を
す
る
こ
と
は
、
苗
木
を
植

え
て
育
て
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
す
。
理
解
し
合
い
、
伝
え
合
う
と
い
う

視
点
や
、
認
め
合
う
関
係
づ
く
り
が
、
成
長
に
必
要
な
水
や
肥
料
に
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
将
来
、
住
み
や
す
い
地
域
と
い
う
大
木
に
育
て
る
こ
と

を
思
い
描
い
て
活
動
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

●
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
ゆ
っ
く
り
始
め
る　

「
新
し
い
住
民
を
受
け
入
れ
て
よ
か
っ
た
」「
新
し
い
地
域
に
移
り
住

ん
で
よ
か
っ
た
」
と
思
え
る
地
域
。
そ
し
て
、「
誰
も
が
住
み
や
す
く
、
自

慢
で
き
る
」
地
域
を
つ
く
る
こ
と
は
、
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
災
害
公
営
住
宅
が
で
き
る
と
聞
い
て
起
こ
る
不
安
を
取
り
除
く
た

め
に
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
教
訓
と
、
災
害
公
営
住
宅
の
内
容
を
理

解
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
の
経
験
を
東
日
本
大

震
災
の
復
興
に
活
か
す
こ
と
が
東
北
の
復
興
を
早
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
新
し
い
地
域
づ
く
り
は
日
々
の
生
活
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
普
段

何
気
な
く
暮
ら
し
て
い
る
皆
さ
ん
の
地
域
に
も
、
皆
さ
ん
が
築
き
上
げ
て

き
た
地
域
の
文
化
や
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
災
害
公
営
住
宅
の
入
居

者
の
皆
さ
ん
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
と
伝
統
を
何
気
な
く
活
か

し
た
生
活
が
あ
り
ま
し
た
。と
も
に
新
し
い
地
域
を
築
く
と
い
う
こ
と
は
、

地
域
に
暮
ら
す
人
々
が
日
常
生
活
を
見
つ
め
直
す
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

日
々
の
暮
ら
し
を
基
に
し
た
住
民
同
士
の
お
つ
き
合
い
が
、
住
み
や
す
い

地
域
を
つ
く
る
大
き
な
要
素
に
な
り
ま
す
。
認
め
合
い
、
支
え
合
う
誰
も

が
住
み
や
す
い
地
域
づ
く
り
は
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
始
め

ま
し
ょ
う
。

「
誰
も
が
住
み
や
す
く
、
自
慢
で
き
る
地
域
」
と
い
う
青
い
鳥
は
、
皆

さ
ん
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
り
ま
す
。
さ
あ
、
日
々
の
暮
ら
し
か
ら
青
い
鳥
を

探
す
活
動
を
始
め
ま
し
ょ
う
。
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・
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
減
失
し
た
住
宅
に
居
住
し

て
い
た
人

・
被
災
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
や
、
住
宅

の
供
給
に
か
か
る
事
業
の
実
施
に
よ
り
移
転
が
必

要
に
な
っ
た
人

な
お
、
通
常
の
公
営
住
宅
と
は
異
な
り
、「
同

居
す
る
親
族
が
必
要
」「
収
入
が
一
定
水
準
以
下

で
あ
る
こ
と
」
と
い
っ
た
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。

原
則
と
し
て
入
居
期
間
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
入
居
し
て
３
年
以
上
経
過
し
た
人
で

収
入
が
高
額
な
人
は
家
賃
が
増
額
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
入
居
し
て
５
年
以
上
経
過
し
た
人
で
収
入
が

さ
ら
に
高
額
な
人
に
つ
い
て
は
、
住
居
の
明
け
渡

し
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

災
害
に
よ
り
住
宅
を
失
い
、
自
ら
住
宅
を
確
保

す
る
こ
と
が
困
難
な
人
に
対
し
て
、
地
方
自
治
体
が

国
の
補
助
を
受
け
て
整
備
す
る
住
宅
の
こ
と
で
す
。

災
害
に
よ
り
減
失
し
た
住
宅
の
５
割
を
限
度

に
、
国
の
補
助
を
受
け
て
建
設
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

災
害
公
営
住
宅
を
整
備
す
る
手
法
と
し
て
は
、

①
自
治
体
が
直
接
建
設
す
る
方
法

②
民
間
事
業
者
等
が
建
設
し
た
住
宅
を
自
治
体
が
買
い

取
る
方
法

③
民
間
事
業
者
等
が
建
設
し
た
住
宅
を
自
治
体
が
一

定
期
間
借
り
上
げ
る
方
法

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
が
実
情
に
応

じ
た
最
適
な
手
法
を
選
択
し
、
災
害
公
営
住
宅
の

早
期
整
備
を
め
ざ
し
ま
す
。

一
般
の
公
営
（
市
営
・
県
営
）
住
宅
と
同
一
の

家
賃
算
定
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。
実
際
の
家
賃
に

つ
い
て
は
、
各
自
治
体
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の

で
、
各
自
治
体
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

特
に
収
入
の
低
い

入
居
者
に
つ
い
て

は
、
建
物
の
管
理
開

始
か
ら
５
年
間
は
家

賃
が
低
減
さ
れ
ま

す
。
そ
の
後
、
６
～

10
年
目
は
段
階
的
に

家
賃
の
低
減
額
が
減

少
し
て
、
11
年
目
以

降
は
本
来
の
家
賃
と

な
り
ま
す
。

？

災
害
公
営
住
宅
と
は

災
害
公
営
住
宅
と
は

入
居
で
き
る
人

入
居
期
間

家
賃

被
災
者
に
対
す
る
家
賃
補
助

※
「
減
失
し
た
住
宅
」
と
は
…
全
壊
・
全
焼
・
全
流
失
し
た
住
宅
、
大
規

模
半
壊
、
半
壊
で
、
解
体
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
住
宅

災害公営住宅完成
管理開始

H25.4.1 H30.4.1 H35.3.31

A入居
特別低減（10年間）

特別低減（5年間）
B入居
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田野畑村

岩泉町

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

大船渡市

陸前高田市

一関市

住田町

遠野市

奥州市

花巻市

盛岡市

岩手町

葛巻町

一戸町
九戸村

紫波町

矢巾町

北上市

金ヶ崎町

八
幡
平
市

滝
沢
市

洋野町
二戸市

軽米町

平泉町

普代村

●は災害公営住宅建設予定地です。
49 48

岩
手
県

岩
手
県
で
は
、
12
市
町
村
に
５
９
４
６
戸
の
災
害
公
営
住
宅
を
建
設
予
定
で
す
。

平
成
26
年
10
月
末
時
点
で
11
市
町
村
で
８
９
９
戸
が
完
成
し
て
い
ま
す
。

各
地
区
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
建
築
住
宅
課
住
宅
計
画
担
当
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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久慈市

野田村

田野畑村

岩泉町

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

大船渡市

陸前高田市

一関市

住田町

遠野市

奥州市

花巻市

盛岡市

岩手町

葛巻町

一戸町
九戸村

紫波町

矢巾町

北上市

金ヶ崎町

八
幡
平
市

滝
沢
市

洋野町
二戸市

軽米町

平泉町

普代村

49 48

設置場所 構造 建て方 計画戸数 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 県営 市町
村営

洋野町 木造 戸建・長屋建 4 4 4

久慈市 木造 戸建・長屋建 11 11 11

野田村 木造 戸建・長屋建 100 8 18 7 67 26 74

田野畑村 木造 戸建・長屋建 63 17 46 63

岩泉町 木造 戸建・長屋建 35 35 35

RC 造 共同住宅 16 16 16

宮古市 木造 戸建・長屋建 4 4 4

木造 共同住宅 150 26 124 150

RC 造 共同住宅 538 40 208 269 21 262 276

S 造 共同住宅 87 50 37 87

非木造 共同住宅 14 14 14

山田町 木造 戸建・長屋建 239 51 73 115 239

RC 造 共同住宅 424 49 159 140 76 235 189

S 造 共同住宅 72 72 72

非木造 共同住宅 42 42 42

大槌町 木造 戸建・長屋建 414 91 36 55 144 88 24 390

RC 造 共同住宅 275 34 203 38 185 90

非木造 共同住宅 291 291 291

釜石市 木造 戸建・長屋建 192 12 9 88 58 25 192

RC 造 共同住宅 575 171 98 306 390 185

S 造 共同住宅 391 54 200 137 391

非木造 共同住宅 184 80 104 184

大船渡市 木造 戸建・長屋建 6 6 6

木造 共同住宅 49 12 7 30 49

RC 造 共同住宅 713 44 148 413 108 511 202

S 造 共同住宅 33 33 33

陸前高田市 RC 造 共同住宅 1000 218 242 540 700 300

一関市 RC 造 共同住宅 24 24 24

合計 5946 118 456 1106 2083 1879 113 191 2830 3116

※岩手県のホームページに掲載されている平成 26 年 11 月末時点のデータを基に加工しました。
※ RC 造は鉄筋コンクリート構造、S 造は鉄筋構造のことです。



気仙沼市

南三陸町

登米市

石巻市
女川町

美里町
涌谷町

栗原市

大崎市

大郷町
松島町
東松島市

七ヶ浜町
塩竈市

多賀城市

利府町
泉区

青葉区

太白区
宮城野区
若林区名取市

岩沼市
亘理町

山元町

角田市

村
田
町柴
田
町

富
谷
町

蔵王町

川崎町

加
美
町

色麻町

大和町

大衡村

大河原町七
ヶ
宿
町

白石市

丸森町

●は災害公営住宅建設予定地です。
51 50

宮
城
県

宮
城
県
で
は
、
沿
岸
市
町
村
だ
け
で
な
く
内
陸
部
の
市
町
村
も
含
め
、
21
市
町
村
に
１
５
５
２
６
の
災

害
公
営
住
宅
を
建
設
予
定
で
す
。
平
成
26
年
10
月
末
時
点
で
、
１
万
２
５
９
９
戸
に
お
い
て
事
業
着
手

し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
16
市
町
村
、
２
０
１
４
戸
に
つ
い
て
は
工
事
が
完
了
し
て
い
ま
す
。

各
地
区
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
復
興
住
宅
整
備
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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気仙沼市

南三陸町

登米市

石巻市
女川町

美里町
涌谷町

栗原市

大崎市

大郷町
松島町
東松島市

七ヶ浜町
塩竈市

多賀城市

利府町
泉区

青葉区

太白区
宮城野区
若林区名取市

岩沼市
亘理町

山元町

角田市

村
田
町柴
田
町

富
谷
町

蔵王町

川崎町

加
美
町

色麻町

大和町

大衡村

大河原町七
ヶ
宿
町

白石市

丸森町

51 50

設置場所 事業主体 構造 建て方 計画戸数 H25 H26 H27 H28 H29 調整中

仙台市 仙台市 木造 戸建 37 8 29
木造 戸建・長屋 1 1
非木造 戸建 54 15 39
非木造 共同住宅 3087 12 2656 149 270

石巻市 石巻市 木造 戸建 40 5 17 18
木造 戸建・長屋 893 19 248 380 246
非木造 長屋 25 25
非木造 共同住宅 3036 149 394 1543 792 158
未定 未定 6 6

塩竈市 塩竈市 木造 戸建 55 31 24
木造 戸建・長屋 10 10
非木造 共同住宅 355 55 300

気仙沼市 気仙沼市 木造 戸建 84 84
木造 長屋 14 14
木造 戸建・長屋 713 76 289 348
非木造 共同住宅 1357 165 917 144 131

名取市 名取市 木造 戸建 349 42 307
非木造 共同住宅 367 50 317

多賀城市 多賀城市 非木造 共同住宅 532 160 322 50
岩沼市 岩沼市 木造 戸建・長屋 111 111

木造 長屋・共同 99 99
登米市 登米市 木造 戸建 60 60

木造 共同住宅 24 24
栗原市 栗原市 木造 戸建 1 1

木造 長屋 14 14
東松島市 東松島市 木造 戸建 25 25

木造 戸建・長屋 560 70 149 183 158
木造 共同住宅 12 12
非木造 戸建 108 38 70
非木造 共同住宅 305 213 92

大崎市 大崎市 木造 戸建・長屋 50 5 45
非木造 共同住宅 120 100 20

亘理町 亘理町 木造 戸建 97 40 57
非木造 共同住宅 380 100 280

山元町 山元町 木造 戸建 25 25
木造 戸建・長屋 152 16 136
木造 長屋 50 50
非木造 戸建・長屋 47 35 12
非木造 共同住宅 33 33
非木造・木造 戸建・長屋 171 120 51

松島町 松島町 木造 戸建・長屋 52 52
七ヶ浜町 七ヶ浜町 木造 長屋 38 38

非木造 共同住宅 174 174
利府町 利府町 木造 戸建・長屋 25 25
大郷町 大郷町 木造 戸建 3 3
涌谷町 涌谷町 木造 戸建 8 8

木造 戸建・長屋 40 40
美里町 美里町 木造 戸建 16 16

木造 長屋 24 24
女川町 女川町 木造 戸建 316 25 76 79 136

非木造 共同住宅 601 200 347 54
南三陸町 南三陸町 木造 戸建 100 14 20 34 32

非木造 共同住宅 670 90 120 345 115
合計 15526 497 4826 5541 3297 1201 164

※宮城県のホームページに掲載されている平成 26 年 11 月末時点のデータに基づき加工しました。
※宮城県には県営の災害公営住宅はありません。
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●は災害公営住宅建設予定地です。

福
島
県

福
島
県
で
は
、
地
震
・
津
波
等
に
よ
り
罹
災
し
た
住
民
の
た
め
の
災
害
公
営
住
宅
を
11
市
町
に

２
７
０
２
戸
、
原
子
力
災
害
に
よ
り
避
難
指
示
を
受
け
て
い
る
住
民
が
入
居
で
き
る
災
害
公
営
住
宅
を

15
市
町
村
に
４
８
９
０
戸
整
備
し
ま
す
。

各
地
区
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
建
築
住
宅
課
（
復
興
住
宅
担
当
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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ttp
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岩
手
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・
宮
城
県
・
福
島
県
の
災
害
公
営
住
宅
の
現
状

53 52



桑折町

福島市

南相馬市
飯館村

浪江町

双葉町

大熊町

富岡町
川内村

楢葉町

広野町

二本松市

本宮市

郡山市

いわき市

会津若松市

相馬市

新地町

伊達市

国見町

猪
苗
代
町

北塩原村

喜
多
方
市

磐梯町湯川村

川俣町

葛尾村

田村市三春町

大玉村

小野町

平田村玉川村

古殿町

石川町

浅川町

鮫川村
棚倉町

塙町

矢祭町

白河市

矢吹町

須賀川市鏡石町

中島村

天栄村
下
郷
町

西郷村 泉崎村

53 52

設置場所 事業主体 構造 建て方 計画戸数 H24 H25 H26 H27 調整中

いわき市 いわき市 木造 戸建・長屋建 146 63 83
非木造 共同住宅 1367 136 640 591

相馬市 相馬市 木造 戸建・長屋建 316 46 65 205
木造 共同住宅 34 22 12
非木造 共同住宅 48 12 36

南相馬市 南相馬市 木造 戸建・長屋建 86 28 58
木造 共同住宅 40 20 20
非木造 共同住宅 224 130 94

広野町 広野町 木造 戸建・長屋建 10 10
非木造 共同住宅 38 38
未定 未定 14 14

新地町 新地町 木造 戸建・長屋建 103 6 67 30
非木造 共同住宅 30 30

楢葉町 楢葉町 未定 未定 32 32
白河市 白河市 非木造 共同住宅 16 16
桑折町 桑折町 木造 戸建・長屋建 22 22
須賀川市 須賀川市 木造 戸建・長屋建 11 11

非木造 共同住宅 89 89
鏡石町 鏡石町 非木造 共同住宅 24 24
矢吹町 矢吹町 木造 戸建・長屋建 52 18 34

合計 2702 80 277 1282 983 80

設置場所 事業主体 構造 建て方 計画戸数 H26 H27 調整中 県営 市町村営

桑折町 桑折町 木造 戸建・長屋建 64 25 39 64
川内村 川内村 木造 戸建・長屋建 25 25 25
川俣町 福島県／

川俣町 木造 戸建・長屋建 120 40 80 80 40

大玉村 大玉村 木造 戸建・長屋建 67 59 8 67
本宮市 本宮市 木造 戸建・長屋建 39 39 39

非木造 共同住宅 22 22 22
福島市 福島県／

飯館村
木造 戸建・長屋建 93 23 70 70 23
非木造 共同住宅 382 48 58 276 382

二本松市 福島県 木造 戸建・長屋建 70 70 70
非木造 共同住宅 276 276 276

郡山市 福島県 木造 戸建・長屋建 80 80 80
非木造 共同住宅 490 160 234 96 490

三春町 福島県／
葛尾村 木造 戸建・長屋建 217 125 92 92 125

田村市 福島県 木造 戸建・長屋建 18 18 18
白河市 福島県 木造 戸建・長屋建 40 40 40
会津若松市 福島県 木造 戸建・長屋建 72 8 64 72

非木造 共同住宅 62 20 42 62
南相馬市 福島県 木造 戸建・長屋建 50 50 50

非木造 共同住宅 877 877 877
広野町 福島県 木造 戸建・長屋建 58 58 58
いわき市 福島県 木造 戸建・長屋建 233 233 233

非木造 共同住宅 1535 250 12 1273 1535
 合計 4890 534 656 3700 4485 405

※福島県のホームページに掲載されている平成26年11月末時点のデータを基に加工しました。

※福島県のホームページに掲載されている平成26年11月末時点のデータを基に加工しました。

■自市町村の羅災住民（地震・津波等被災）の住宅整備

■原子力災害による避難者の住宅整備
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こ
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
未
来
の
暮
ら
し　

創
る
の
は
わ
た
し
た
ち
」
は
、
災
害
公
営
住
宅
が

建
設
さ
れ
る
周
辺
地
域
の
人
と
入
居
す
る
人
と
が
、
と
も
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
る

と
き
の
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
ご
活
用
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
、
作
製
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
場
面
の
要
約
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
自
分
は
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
で

何
が
で
き
る
の
か
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
な
が
ら
一
緒
に
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
Ｃ
Ｌ
Ｃ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w

.c
lc

-ja
p

a
n

.c
o

m
/

）

か
ら
、
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

少
子
高
齢
化
の
日
本
に
お
い
て
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
時

の
災
害
公
営
住
宅
の
高
齢
化
率
の
高
さ
は
特
殊
な
状
況
で
は

な
く
、
今
後
ど
の
地
域
で
も
抱
え
る
課
題
で
す
。
し
か
し
、

阪
神
の
災
害
公
営
住
宅
の
場
合
は
見
守
り
や
生
活
支
援
を
行

う
支
援
者
が
配
置
さ
れ
、
住
民
が
支
援
者
と
の
１
対
１
の
支

援
に
頼
り
す
ぎ
、
横
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る
こ
と
な
く
支
え

合
う
力
を
失
っ
た
と
い
う
反
省
が
あ
り
ま
す
。

入
居
者
が
新
し
い
生
活
に
落
ち
着
き
、
地
域
に
な
じ
む
た

め
に
は
、
部
屋
か
ら
出
て
地
域
の
人
と
交
流
す
る
機
会
を
増

や
す
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
す
し
、
受
け
入
れ
る
周
辺
地
域
に

と
っ
て
は
地
域
全
体
で
「
お
互
い
を
気
に
か
け
る
関
係
づ
く

り
」
を
心
が
け
、
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
げ
る
機
会
に
な
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
支
援
者
に
は
、
災
害
公
営
住
宅

だ
け
を
切
り
取
っ
て
支
援
す
る
の
で
は
な
く
、
周
辺
地
域
も

一
体
的
に
支
援
す
る
視
点
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
経
験
を
活
か
し
て

教
材
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　

の
使
い
方

「
未
来
の
暮
ら
し　

 

創
る
の
は
わ
た
し
た
ち
」

佐
藤
寿
一　

宝
塚
市
社
会
福
祉
協
議
会

事
務
局
長
／
兵
庫
県

山川仮設住宅にひとりで暮らす、元漁師の太郎さん。

災害公営住宅への転居を勧められますが、新しい環境

に不安を感じ、決心がつきません。

しかし、仮設住宅はいずれ取り壊しになります。引っ

越す人が増えて、徐々に空きが目立つようになった仮

設住宅をみて、ついに転居を決心します。

　　　　 ここまで見た感想を
　　　　 自由に話し合いましょう。

「勇気ある決断」第１幕

DVD
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災害公営住宅に引っ越した太郎さん。

荻田町の人たちがつくった、まちのマッ

プを受け取りました。荻田町のよさと、

引っ越してくる人のふるさとの良さを伝

え合おう、という企画です。新たな出会

いや、まちの人の心づかいで、太郎さん

は、元気を取り戻します。その様子を見て、

仮設住宅と災害公営住宅の支援員は、ほっ

とした表情を浮かべました。

　　ここまで見た感想を自由に話し合いましょう。

　　ここまで見た感想を自由に話し合いましょう。

「ここも故郷」第2幕

太郎さんが入居して 3 か月がたったこ

ろ、荻田町・災害公営住宅集会所では、

毎週、お茶っこ（お茶会）が開かれてい

ます。常連になった太郎さんは、その日

姿がみえない長谷川さんの家を訪ね、支

援員と一緒にピンチを救いました。この

ことをきっかけに、太郎さんも、一人暮

らしの高齢者や、閉じこもりがちな人の

見守りや、支え合いの活動に、進んで参

加するようになりました。

「新たな第一歩」第3幕

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
支
援
者
が

災
害
公
営
住
宅
へ
の
引
っ
越
し
を
急
ぐ
あ

ま
り
、
入
居
予
定
者
の
新
た
な
生
活
へ
の

不
安
や
心
の
揺
ら
ぎ
に
配
慮
が
で
き
ず
、

ま
た
災
害
公
営
住
宅
で
の
支
援
に
つ
な
げ

る
こ
と
も
せ
ず
、
仮
設
住
宅
の
退
去
が
支

援
の
切
れ
目
と
な
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て

い
ま
す
。
あ
れ
か
ら
20
年
経
ち
、
地
域
で

さ
ま
ざ
ま
な
支
え
合
い
活
動
を
し
て
い
る

人
た
ち
は
一
様
に
、「
震
災
、
仮
設
住
宅
が

活
動
の
原
点
。
人
を
受
け
入
れ
る
、
人
と

関
わ
る
こ
と
を
始
め
た
時
期
」
と
振
り
返

り
ま
す
。

震
災
が
、
人
々
の
地
域
で
生
き
る
力
を

引
き
出
し
ま
し
た
。
東
北
で
も
、
人
と
関

わ
る「
場
」を
た
く
さ
ん
つ
く
っ
て
ほ
し
い
。

ち
ょ
っ
と
し
た
挨
拶
や
立
ち
話
、
ベ
ン
チ

で
の
会
話
か
ら
人
は
つ
な
が
り
、
ま
ち
づ

く
り
に
広
が
り
ま
す
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

経
験
を
活
か
し
て 永

坂
美
晴　

明
石
市
望
海
地
区
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー　

セ
ン
タ
ー
長
／
兵
庫
県
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