
東北の元気
　かほくベルリンガーズ・アンダンテ（宮城県石巻市）

平成３０年度宮城県サポートセンター支援事務所の活動　
　
どこでもサロン⑪
　大般若講（福島県猪苗代町・会津若松市）
　紅枝垂地蔵桜保存会（福島県郡山市）

まじわる災害公営住宅㉝
　荒井東ゲートボール愛好会（宮城県仙台市若林区）

宮城県サポートセンター支援事務所からのお知らせ

暮らしを支える支援員㉛
　一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム
	 	 	 　　（宮城県仙台市宮城野区）

・読者の声　　・購読者を募集しています！　　・次号予告　　・お知らせ
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刊地域支え合い情報
東日本大震災・被災者の暮らしを豊かにする

同じ時間を共有し、音楽に耳を傾けるよろこび（すがとよ酒店／詳しくは７頁へ）

東日本大震災の被災者の生活を支援するあなたのための情報紙です。

このまちを照らすのは
あなた特集

15

本体 286 円 + 税

16

● 「いつも明るいまちに」。
	 住民主体で防犯・防災に取り組む
   八幡下二地区防犯協会（宮城県多賀城市）

●	 路上からの生活再建を応援
    特定非営利活動法人仙台夜まわりグループ（宮城県仙台市宮城野区）
 

●鹿折に明かりを灯す
	 酒店 2 階のミニホール 
    すがとよ酒店（宮城県気仙沼市）

3

☆専門家に聞く地域づくりのヒント
　（山梨県立大学 人間福祉学部 教授 下村 幸仁さん）
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特　　集

このまちを
照らすのは
あなた

学
校
や
仕
事
な
ど
、
日
中
の
予
定
を
終
え
、

家
に
帰
り
、
ベ
ッ
ド
の
な
か
で
ま
ぶ
た
を
閉
じ
る
。

誰
か
が
そ
う
し
て
過
ご
す
頃
、

ま
ち
の
ど
こ
か
で
、
誰
か
と
誰
か
が
つ
な
が
り
を
育
ん
で
い
ま
す
。

通
学
路
の
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
と
お
し
て
、

下
校
す
る
児
童
な
ど
の
安
全
確
保
、

地
域
の
治
安
維
持
に
努
め
る
、

住
民
主
体
の
防
犯
組
織
。

主
婦
、
仕
事
終
わ
り
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、

学
生
な
ど
と
一
緒
に
夜
ま
わ
り
を
し
、

路
上
生
活
し
て
い
る
人
た
ち
へ
軽
食
を
配
り
な
が
ら
生
活
状
況
を
伺
う
支
援
団
体
。

震
災
後
に
再
建
し
た
店
舗
を
活
用
し
て
、

近
隣
の
災
害
公
営
住
宅
入
居
者
な
ど
、

周
囲
の
人
た
ち
が
集
い
、
に
ぎ
や
か
に
過
ご
す
夜
を
設
け
る
個
人
商
店
。

陽
が
沈
ん
で
も
、「
あ
な
た
」
と
身
近
な
人
や
気
に
な
る
人
が
、

顔
を
合
わ
せ
、
声
を
か
け
合
っ
て
い
け
ば
、

気
持
ち
も
暮
ら
し
も
、
安
心
・
安
全
で
、
よ
り
明
る
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

学
校
や
仕
事
な
ど
、
日
中
の
予
定
を
終
え
、

家
に
帰
り
、
ベ
ッ
ド
の
な
か
で
ま
ぶ
た
を
閉
じ
る
。

誰
か
が
そ
う
し
て
過
ご
す
頃
、

ま
ち
の
ど
こ
か
で
、
誰
か
と
誰
か
が
つ
な
が
り
を
育
ん
で
い
ま
す
。

通
学
路
の
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
と
お
し
て
、

下
校
す
る
児
童
な
ど
の
安
全
確
保
、

地
域
の
治
安
維
持
に
努
め
る
、

住
民
主
体
の
防
犯
組
織
。

主
婦
、
仕
事
終
わ
り
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、

学
生
な
ど
と
一
緒
に
夜
ま
わ
り
を
し
、

路
上
生
活
し
て
い
る
人
た
ち
へ
軽
食
を
配
り
な
が
ら
生
活
状
況
を
伺
う
支
援
団
体
。

震
災
後
に
再
建
し
た
店
舗
を
活
用
し
て
、

近
隣
の
災
害
公
営
住
宅
入
居
者
な
ど
、

周
囲
の
人
た
ち
が
集
い
、
に
ぎ
や
か
に
過
ご
す
夜
を
設
け
る
個
人
商
店
。

陽
が
沈
ん
で
も
、「
あ
な
た
」
と
身
近
な
人
や
気
に
な
る
人
が
、

顔
を
合
わ
せ
、
声
を
か
け
合
っ
て
い
け
ば
、

気
持
ち
も
暮
ら
し
も
、
安
心
・
安
全
で
、
よ
り
明
る
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
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岩手県
秋田県

太平洋

福島県

特集 復興と地域包括ケア

「いつも明るいまちに」。住民主体で防犯・防災に取り組む
◎八

や は た し も に

幡下二地区防犯協会（宮城県多賀城市）

　　　　　　　●下校中に通学路に立つことで、子どもたちの安全を見守るとともに、犯罪の芽を事前に摘む
●サロンなどの住民が集まる機会を活用して、正しい防犯・防災知識の普及啓発を行う。学校や警察、町内会
役員、民生・児童委員など関係団体との連携もたいせつにする

ポイント

歩
行
中
の
小
学
生
の
死
傷

者
数
は
、
午
後
３
時
台
か
ら
４

時
台
の
時
間
帯
が
最
も
多
い
。

子
ど
も
た
ち
が
下
校
す
る
こ

の
時
間
帯
は
、
車
の
交
通
量
が

増
え
る
一
方
で
、
ド
ラ
イ
バ
ー

の
判
断
力
や
集
中
力
が
低
下

す
る
時
間
帯
と
も
い
わ
れ
る
。

冬
場
は
あ
た
り
も
薄
暗
く
な

る
。
登
校
時
と
比
べ
て
人
目

が
行
き
届
き
に
く
い
た
め
、

子
ど
も
が
狙
わ
れ
る
事
件
も

あ
と
を
立
た
な
い
。

痛
ま
し
い
子
ど
も
た
ち
の

事
故
・
事
件
を
未
然
に
防
ぐ

た
め
に
、
全
国
各
地
で
、
住

民
に
よ
る
自
主
的
な
見
回
り
・

見
守
り
活
動
が
さ
か
ん
に
行

わ
れ
て
い
る
。

宮
城
県
多
賀
城
市
八
幡
地

区
に
も
、
住
民
が
構
成
す
る

防
犯
組
織
が
あ
る
。
そ
の
う

ち
の
ひ
と
つ
「
八
幡
下
二
地

区
防
犯
協
会
」
は
、
下
校
中

の
子
ど
も
た
ち
に
あ
い
さ
つ
・

声
が
け
を
行
う
「
防
犯
見
守

り
隊
」
の
活
動
を
通
じ
て
、

安
全
確
保
・
交
通
事
故
防
止

に
努
め
て
い
る
。

子
ど
も
を
守
る

防
犯
見
守
り
隊
の
取
り
組
み

毎
週
水
曜
日
の
午
後
３
時

か
ら
４
時
頃
ま
で
、
防
犯
協

会
の
会
員
と
八
幡
地
区
の
町

内
会
会
員
が
三
人
一
組
で
、

八
幡
小
学
校
の
通
学
路
に
立

つ
。「
さ
よ
う
な
ら
～
気
を
つ

け
て
ね
～
」
と
児
童
に
声
を

か
け
な
が
ら
、
巡
回
す
る
。

大
き
な
声
で
あ
い
さ
つ
を
返

す
子
も
い
れ
ば
、
照
れ
て
下

を
向
く
子
も
い
る
が
、
皆
表

情
は
に
こ
や
か
に
見
え
る
。

す
っ
か
り
顔
な
じ
み
に
な
り
、

話
し
か
け
て
く
る
子
も
多
い
。

保
護
者
も
、「
学
校
の
行
き

帰
り
が
心
配
だ
か
ら
、
こ
う

や
っ
て
見
守
っ
て
く
れ
て
安

心
で
す
。
あ
り
が
た
い
で
す

よ
ね
。
地
域
を
見
守
っ
て
く

れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
も

そ
れ
を
わ
か
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
」
と
見
守
り
隊
の
活

動
に
感
謝
し
て
い
る
。

「
犯
罪
が
お
こ
ら
な
い
よ
う

に
、
心
が
け
て
」、
防
犯
協
会

部
長
の
岡
崎
貞さ

だ
と
し敏
さ
ん
た
ち

は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。

不
審
な
人
物
を
見
か
け
る
な

ど
し
た
ら
、
学
校
と
警
察
へ

の
連
絡
対
応
を
と
る
が
、
見

守
り
の
効
果
も
あ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
は

出
て
い
な
い
。

見
守
り
に
立
つ
う
え
で
、

た
い
せ
つ
な
こ
と
は
何
か
。

特集 このまちを照らすのはあなた

下校中の子どもたちにあいさつ、ハイタッチを交わす見守り隊。
オレンジの服装が薄暗い夕方にも鮮やかに映る

山形県

岩手県秋田県

太平洋

福島県

宮城県
多賀城市
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特集 被災地以外の支え合い

そ
れ
は
服
装
だ
。
協
会
員

は
「
T
B
P
（
多
賀
城
の
防
犯

見
守
り
隊
の
略
）」
と
書
か
れ
た

オ
レ
ン
ジ
色
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
と

キ
ャ
ッ
プ
を
着
用
し
て
巡
回
す

る
。「
犯
人
か
ら
子
ど
も
を
守
る

た
め
に
も
、
と
に
か
く
目
立
つ

服
装
で
い
る
。見
守
り
隊
が
立
っ

て
い
る
こ
と
が
印
象
づ
く
と 

、

『
あ
そ
こ
は
犯
罪
が
で
き
な
い
』

と
な
る
か
ら
」
と
岡
崎
さ
ん
は

ね
ら
い
を
話
す
。
こ
の
人
目
を

引
く
服
装
が
、
犯
罪
の
抑
止
力

に
な
り
、
子
ど
も
や
保
護
者
に

と
っ
て
は
安
心
の
象
徴
に
な
る
。

ま
た
、
巡
回
を
し
な
が
ら
、

街
路
灯
が
切
れ
か
か
っ
て
い

な
い
か
も
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い

る
。
八
幡
下
二
地
区
防
犯

協
会
会
長
の
鈴
木
那
彦
さ
ん

は
、「
街
路
灯
と
集
会
所
が
暗

い
と
ま
ち
は
良
く
な
い
で
す

か
ら
」
と
防
犯
活
動
の
先
に
、

ま
ち
づ
く
り
も
見
据
え
る
。

「
子
ど
も
に
も
よ
ろ
こ
ん
で

も
ら
え
る
地
域
に
し
た
い
」

と
思
い
を
語
る
。　

こ
う
し
た
見
守
り
隊
の
活

動
に
加
え
て
、
会
長
の
鈴
木

さ
ん
が
、
毎
日
地
区
内
を

軽
ト
ラ
ッ
ク
で
巡
回
し
て
い

る
。
見
守
り
隊
の
活
動
と
あ

わ
せ
て
、「
地
域
の
目
」
が

張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

防
犯
・
防
災
の
た
め
に

地
域
に
多
様
な
働
き
か
け

　
同
防
犯
協
会
は
、
見
守
り

の
ほ
か
に
、
地
域
の
防
犯
・

防
災
の
た
め
に
、
振
り
込

め
詐
欺
の
注
意
喚
起
や
防
犯

講
話
の
開
催
、
多
賀
城
市
の

総
合
防
災
訓
練
へ
の
参
加
と

い
っ
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

振
り
込
め
詐
欺
は
高
齢
者

の
被
害
が
多
い
こ
と
か
ら
、

年
金
の
支
給
日
に
、
地
区
内

の
銀
行
な
ど
で
、
住
民
に
チ

ラ
シ
を
配
っ
て
注
意
を
呼
び

か
け
て
い
る
。

防
犯
講
話
は
、
防
犯
協
会

を
通
じ
て
、
警
察
関
係
者
な

ど
に
依
頼
。
サ
ロ
ン
や
夏
祭

り
な
ど
が
開
催
さ
れ
る
時
期

に
あ
わ
せ
て
、
定
期
的
に
講

話
を
開
い
て
い
る
。
住
民
が

集
ま
る
機
会
を
活
か
し
、
身

を
守
る
た
め
の
正
し
い
防
犯

知
識
を
周
知
す
る
。

市
の
総
合
防
災
訓
練
は
、

年
一
回
、
多
賀
城
市
総
務
部

交
通
防
災
課
や
防
災
関
係
機

関
、地
域
住
民
が
一
体
と
な
っ

て
行
っ
て
い
る
。
東
日
本
大

震
災
の
教
訓
を
活
か
し
て
、

津
波
避
難
訓
練
や
シ
ェ
イ
ク

ア
ウ
ト
訓
練
（
災
害
発
生
時

に
身
を
守
る
た
め
の
動
作
訓

練
）
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

八
幡
地
区
で
も
、
各
防
犯
協

会
が
、
地
区
の
小
・
中
学
校

や
町
内
会
、
民
生
・
児
童
委

員
ら
と
一
緒
に
、
避
難
訓
練

や
防
災
学
習
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
防
犯
協
会

は
、
学
校
な
ど
関
係
機
関
と

の
連
携
も
密
に
し
な
が
ら
、

地
域
の
防
犯
・
防
災
体
制
を

整
え
て
い
る
。

八
幡
地
区
一
丸
と
な
っ
て

多
賀
城
市
八
幡
地
区
に

は
、下
一
・
下
二
・
上
一
・
上
二
・

沖
の
５
つ
の
行
政
区
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
防
犯
協
会
が
あ

る
。
か
つ
て
は
、
５
区
を
統

括
す
る
「
八
幡
地
区
防
犯
協

会
」
の
活
動
も
さ
か
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
東

日
本
大
震
災
後
は
、
被
害
対

応
も
あ
っ
て
、
個
々
の
区
の

活
動
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

震
災
時
、
八
幡
地
区
は
津

波
に
よ
る
浸
水
被
害
が
大
き

か
っ
た
。
当
時
か
ら
八
幡
地

区
防
犯
協
会
の
会
長
と
下
二

地
区
の
区
長
を
務
め
て
い
た

鈴
木
さ
ん
は
、
震
災
翌
日
か

ら
避
難
所
に
通
っ
て
、
住
民

の
状
況
を
把
握
。
自
衛
隊
や

市
役
所
職
員
、
八
幡
５
区
の

区
長
と
も
連
絡
を
取
り
合
い
、

食
糧
や
水
な
ど
の
支
援
を

行
っ
た
。ま
た
、鈴
木
さ
ん
は
、

日
本
赤
十
字
社
宮
城
県
支
部

多
賀
城
市
地
区
奉
仕
団
第
８

分
団
長
と
し
て
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
受
け
入
れ
窓
口
を
担
い
、

泥
か
き
な
ど
の
支
援
活
動
の

旗
振
り
役
と
な
っ
た
。　
　

「
被
災
体
験
を
共
有
す
る
の

が
大
事
」
と
鈴
木
さ
ん
。
防

犯
協
会
の
活
動
を
通
じ
て
、

住
民
同
士
正
し
い
知
識
を
身

に
つ
け
、
震
災
体
験
を
次
代

に
継
承
し
、
い
ざ
と
い
う
時

の
災
害
に
も
備
え
て
い
る
。

今
年
４
月
19
日
に
は
、
５

地
区
の
防
犯
協
会
会
長
に
よ

る
会
合
が
開
か
れ
た
。
八
幡

地
区
防
犯
協
会
の
再
始
動
に

向
け
て
、
地
区
一
丸
と
な
っ

て
い
る
。

「街路灯と集会所が常に明るいまちに」

路上からの生活再建を応援

会長 鈴木那彦さん

八幡下二地区防犯協会／八幡地区防犯協会

八幡下二集会所。津波で全壊も、１３年に新築され、
以降地域の活動拠点に

田

特集 このまちを照らすのはあなた



5

路上からの生活再建を応援

仙台駅に集合して夜まわりに向かうスタッフ・ボランティア

ポイント

月
２
回
、
平
日
の
午
後
８

時
に
仙
台
駅
駐
車
場
に
、

「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
仙

台
夜
ま
わ
り
グ
ル
ー
プ
」
の

ス
タ
ッ
フ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
10
人
前
後
集
ま
る
。
３
組

に
分
か
れ
車
も
使
い
、
公
園

や
地
下
通
路
な
ど
、
市
内
数

か
所
を
回
り
、
路
上
や
車
上

で
寝
泊
ま
り
し
て
い
る
人
た

ち
を
訪
ね
る
。

イ
ン
ス
タ
ン
ト
の
味
噌
汁

を
つ
く
り
、
ゆ
で
卵
、
バ
ナ

ナ
、
お
に
ぎ
り
な
ど
と
一
緒

に
配
る
。
夜
ま
わ
り
は
、
軽

食
を
提
供
す
る
ほ
か
、
近
況

を
聞
い
た
り
、
相
談
に
の
っ

た
り
、
安
否
確
認
す
る
た
め

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

最
前
線
だ
。

活
動
の
始
ま
り
は
、

２
０
０
０
年
１
月
。
現
理
事

長
の
今
井
誠
二
さ
ん
、
現
事

務
局
長
の
青
木
康
弘
さ
ん
夫

婦
の
３
人
が
、
路
上
生
活
を

し
て
い
る
高
齢
者
た
ち
と
出

会
っ
た
。
雪
の
上
に
段
ボ
ー

ル
を
１
枚
敷
い
て
眠
ら
ざ
る

を
得
な
い
人
が
い
る
の
を
見

て
、
味
噌
汁
な
ど
を
用
意
し

て
そ
の
高
齢
者
た
ち
を
毎
週

訪
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。

当
時
は
仙
台
市
中
心
に

３
０
０
人
ほ
ど
の
路
上
生

活
者
が
い
て
、
公
園
な
ど
野

宿
に
適
し
て
い
る
場
所
を
、

何
か
所
も
何
度
も
回
っ
て
、

路
上
生
活
者
を
探
し
、
顔
な

じ
み
に
な
っ
て
い
っ
た
。
何

年
も
続
け
る
う
ち
、
夜
ま
わ

り
の
日
程
に
合
わ
せ
て
、
路

上
生
活
者
が
い
く
つ
か
の
特

定
の
場
所
に
集
ま
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
も
、
学
生
や
主
婦
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
が
参
加
し
て
い
る
。

路
上
で
生
活
す
る
人
た
ち

に
は
、
病
気
に
よ
る
体
調
不

良
や
発
達
障
害
な
ど
で
仕
事

を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
り
、
食
事
と
寮
付
き

の
仕
事
を
長
く
続
け
て
い

て
、
そ
れ
が
途
絶
え
て
行
き

場
が
な
く
な
っ
た
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
背
景
が
あ
る
。
東
日

本
大
震
災
が
契
機
に
な
っ
た

人
た
ち
も
多
い
。

現
在
、
市
内
で
確
認
さ
れ
て

い
る
路
上
生
活
者
は
１
０
０

人
ほ
ど
。
一
晩
の
夜
ま
わ
り

で
30
人
ほ
ど
の
路
上
生
活
者

と
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
。
ス

タ
ッ
フ
は
、
こ
れ
ま
で
に
顔

な
じ
み
に
な
っ
た
人
た
ち
の

こ
と
は
、
名
前
や
年
齢
、
出

身
地
な
ど
も
お
お
よ
そ
把
握

し
て
い
る
。
路
上
生
活
者
も
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「夜まわりは、路上や不安定居住下で
生活している人たちとの大事なコンタクトの機会」

ス
タ
ッ
フ
た
ち
と
親
し
げ
に

話
し
、
互
い
に
笑
顔
を
見
せ

た
り
す
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」

路
上
で
生
活
し
、
自
分
の
身

を
守
る
た
め
に
、
あ
え
て
近
寄

り
が
た
い
風
貌
、
振
る
舞
い
を

す
る
人
も
い
る
が
、
仙
台
の
路

上
生
活
者
の
多
く
は
、
周
囲
を

汚
し
た
り
、
通
行
人
な
ど
へ
む

や
み
に
危
害
を
加
え
た
り
は
し

な
い
。
夜
ま
わ
り
や
炊
き
出
し

の
現
場
で
も
、
身
な
り
か
ら
は

ス
タ
ッ
フ
と
路
上
生
活
者
を
判

別
で
き
な
い
ほ
ど
だ
。
共
助
精

神
も
高
く
、
食
糧
を
分
け
合
っ

た
り
す
る
ほ
か
、
新
た
に
路
上

生
活
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

人
を
見
つ
け
れ
ば
、「
い
つ
、
ど

こ
に
行
く
と
食
糧
が
も
ら
え
る

か
」
な
ど
の
情
報
を
共
有
し
た

り
、
支
援
団
体
に
つ
な
げ
た
り

も
し
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
発
生
直
後
は
、

被
災
し
た
人
の
た
め
に
各
地
で

炊
き
出
し
が
行
わ
れ
た
。そ
の
際
、

ふ
だ
ん
か
ら
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の

無
い
生
活
に
慣
れ
て
い
る
路
上

生
活
者
た
ち
が
、
は
じ
め
て
炊
き

出
し
に
集
ま
っ
た
屋
根
の
下
に

い
る
市
民
た
ち
へ
食
事
を
配
っ

た
り
、
列
を
整
備
し
た
り
、
運
営

に
協
力
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
を
受
け
て
の
福
島
県
で
の

除
染
作
業
や
、
建
設
な
ど
の
復

興
関
連
の
仕
事
に
就
こ
う
と
し

て
、
震
災
後
に
県
内
外
か
ら
仙

台
市
に
集
ま
っ
て
き
た
人
も
大

勢
い
る
。
し
か
し
、
就
職
で
き

な
か
っ
た
り
、
継
続
的
に
働
け

な
か
っ
た
り
、
悪
質
な
業
者
か

ら
不
当
な
待
遇
を
受
け
た
人
た

ち
も
い
る
。
ま
た
、
発
達
障
害

が
あ
っ
て
、
地
元
の
漁
村
・
農

村
で
地
域
の
一
員
と
し
て
仕
事

を
で
き
て
い
た
も
の
の
、
震
災

に
よ
っ
て
そ
の
地
域
が
被
災
し
、

仕
事
と
居
場
所
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
人
や
、
避
難
所
・
仮
設

住
宅
の
環
境
に
な
じ
め
ず
、
仙

台
市
街
に
仕
事
を
求
め
て
き
た

人
も
少
な
か
ら
ず
い
た
と
い
う
。

住
居
（
ハ
ウ
ス
）
が
な
い
こ

と
ば
か
り
で
な
く
、
ホ
ー
ム
と

呼
べ
る
、
家
族
や
友
人
、
近
隣

住
民
と
の
つ
な
が
り
や
、
心
の

拠
り
所
が
な
い
こ
と
も
、
路
上

生
活
に
至
り
、
抜
け
出
せ
な
く

な
る
根
本
的
要
因
の
１
つ
だ
。

再
建
・自
立
ま
で
の
道
を
照
ら
す

い
ま
特
に
心
配
し
て
い
る

の
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ

フ
ェ
な
ど
を
泊
ま
り
歩
く
人

た
ち
。
携
帯
電
話
を
片
手
に

派
遣
の
仕
事
な
ど
を
し
な
が

ら
収
入
を
得
る
人
も
い
る
が
、

頼
れ
る
人
間
関
係
を
も
た
ず
、

不
安
定
居
住
下
で
不
安
定
就

労
を
続
け
て
い
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
だ
と
い
う
。

ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
を
利
用
で
き

な
く
な
る
頃
に
は
、
状
況
が
と

こ
と
ん
悪
化
し
て
い
る
。
同
グ

ル
ー
プ
で
は
、
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ

に
も
目
を
向
け
、
気
に
な
る
人

へ
生
活
状
況
の
聞
き
取
り
を
行

う
な
ど
し
て
、
生
活
に
困
っ
て

い
る
人
が
い
ち
早
く
再
建
に
向

か
え
る
よ
う
に
働
き
か
け
よ
う

と
し
て
い
る
。

路
上
な
ど
で
生
活
し
て
い

る
人
た
ち
は
、
特
定
の
住
所

や
身
分
証
明
書
、
保
証
人
な

ど
が
な
い
こ
と
で
、
住
居
の

賃
貸
契
約
や
再
就
職
の
た
め

の
手
続
き
が
で
き
な
か
っ
た

り
、
働
き
始
め
て
も
、
依
存

症
な
ど
で
生
活
リ
ズ
ム
の
立

て
直
し
や
金
銭
管
理
が
難
し

か
っ
た
り
し
て
、
安
定
し
た

生
活
を
維
持
で
き
な
い
こ
と

も
多
い
。
支
援
機
関
と
つ
な

が
り
、
市
の
「
路
上
生
活
者

等
自
立
支
援
ホ
ー
ム
」
に
入

所
す
る
人
た
ち
も
い
る
。
基

本
的
な
入
所
期
間
は
90
日
ま

で
だ
が
、
そ
の
間
に
体
調
を

整
え
、
訓
練
を
受
け
て
就
労

し
、
給
与
を
積
み
立
て
て
自

立
準
備
を
す
る
こ
と
も
可
能

に
な
っ
て
き
て
い
る
。

同
グ
ル
ー
プ
は
、
相
談
窓
口

を
常
設
し
て
い
る
。
ま
た
、
日

中
の
炊
き
出
し
を
実
施
し
た
り
、

洗
濯
・
シ
ャ
ワ
ー
・
ゆ
っ
く
り

過
ご
す
会
や
、
有
償
で
街
路
や

公
園
の
清
掃
を
行
う
仕
事
な
ど

も
提
供
し
た
り
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
食
事
会
を
兼
ね
た
自
律

支
援
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
や
、
何

も
持
た
な
い
状
態
で
も
入
所
で

き
る
簡
易
住
宅
の
運
営
な
ど
も

と
お
し
て
、
暮
ら
し
の
再
建
に

向
け
た
あ
と
押
し
を
し
て
い
る
。

「
先
日
、
14
年
前
に
居
宅
保

護
し
た
家
庭
内
暴
力
の
被
害
経

験
者
と
偶
然
会
っ
て
、
い
ま
は

元
気
に
や
っ
て
い
る
こ
と
を
聞

き
、
疲
れ
が
吹
っ
飛
び
ま
し

た
。
支
援
の
機
会
を
踏
み
台
に

し
て
人
生
を
や
り
直
し
て
も
ら

え
た
ら
、
と
思
い
な
が
ら
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
が
無
駄

じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
っ
て
思
え
ま

し
た
」
と
今
井
さ
ん
。
で
き
る

こ
と
を
、
で
き
る
と
き
に
、
で

き
る
方
法
で
取
り
組
ん
で
き
た

と
い
う
同
グ
ル
ー
プ
。今
後
も
、

市
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
一
緒

に
、
路
上
の
一
人
ひ
と
り
と
向

き
合
い
、
応
援
し
て
い
く
。

特定非営利活動法人仙台夜まわりグループ
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鹿折に明かりを灯す酒店2階のミニホール
ミニホールでは一流の音楽家によるコンサートなどが開催されてきた

ポイント
● 震災後の地元での店舗再建にこだわり、地域を盛りあげる一助となる
● 店舗2 階のミニホールは催しものの機会や作業スペースに活用され、人びとの交流拠点になっている

復
興
工
事
の
た
め
の
大
型
ト

ラ
ッ
ク
が
行
き
交
う
道
路
に
面

し
て
、
な
つ
か
し
い
店
構
え
の

「
す
が
と
よ
酒
店
」
が
あ
る
。

1
階
は
地
元
酒
蔵
の
日
本
酒

の
ほ
か
、
地
域
住
民
お
手
製
の

小
物
な
ど
が
並
び
、
2
階
は

ミ
ニ
ホ
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
。

昨
年
は
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
大
き

な
も
の
だ
け
で
17
回
も
の
催
し

が
行
わ
れ
、
述
べ
8
0
0
人

が
足
を
運
ん
だ
。

演
奏
者
や
曲
目
を
目
当
て
に

訪
れ
る
人
も
い
る
が
、「
今
日

は
な
ん
だ
ろ
う
」
と
言
い
な

が
ら
、
催
し
の
た
び
に
誘
い

合
っ
て
復
興
公
営
住
宅
か
ら

足
を
運
ぶ
常
連
も
い
る
。
ミ

ニ
ホ
ー
ル
で
の
催
し
は
、
た

い
て
い
酒
店
の
営
業
終
了
後
、

誰
も
が
集
え
る
夜
に
開
催
さ

れ
る
。
夜
の
ゆ
っ
た
り
し
た

時
間
を
、
仲
間
や
知
り
合
い

と
過
ご
す
の
を
楽
し
み
に
来

場
す
る
人
も
多
い
よ
う
だ
。

地
元
に
こ
だ
わ
っ
た
店
舗
再
建

「
す
が
と
よ
酒
店
」
は
津
波

に
よ
り
全
壊
し
、
店
主
の
菅

原
豊
和
さ
ん
を
失
っ
た
。
豊

和
さ
ん
と
店
を
切
り
盛
り
し

て
い
た
妻
の
文
子
さ
ん
は
、

長
男
の
豊
樹
さ
ん
、
二
男
の

英
樹
さ
ん
と
震
災
の
約
1
か

月
半
後
に
別
な
場
所
で
仮
設

店
舗
で
の
営
業
を
再
開
。
震

災
直
後
は
、
複
数
の
人
た
ち

か
ら
「
小
売
店
の
時
代
は
終

わ
っ
た
」「
別
の
生
き
る
道
を

考
え
た
方
が
い
い
」
な
ど
と

言
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
で

も
、
鹿し

し
お
り折
に
戻
っ
て
暖
簾
を

掲
げ
る
と
い
う
強
い
気
持
ち

で
、
プ
レ
ハ
ブ
で
の
営
業
を

始
め
た
と
文
子
さ
ん
は
語
る
。

震
災
後
す
ぐ
、
以
前
か
ら
取

引
の
あ
っ
た
飲
食
店
か
ら
、

酒
類
の
販
売
を
打
診
さ
れ
た

こ
と
も
再
開
の
あ
と
押
し
に

な
っ
た
。「
こ
う
し
た
機
会
を

も
ら
え
た
の
も
、
仮
設
店
舗

で
商
売
が
で
き
た
の
も
、
先

代
や
先
々
代
が
鹿
折
地
区
で

築
き
あ
げ
て
き
た
も
の
が
あ

る
か
ら
で
す
し
、
地
元
の
皆

さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ
て
き

た
か
ら
で
す
」
と
英
樹
さ
ん
。

だ
か
ら
こ
そ
、
地
元
で
再
建

し
、
地
域
の
人
た
ち
の
役
に

立
ち
た
い
と
考
え
た
と
い
う
。

人
が
集
え
る
場
所
を
つ
く
る

鹿
折
地
区
に
復
興
公
営
住

宅
が
で
き
て
か
ら
も
、
商
店

な
ど
の
生
活
イ
ン
フ
ラ
が
十

分
で
は
な
い
た
め
、
家
に
閉

◎すがとよ酒店（宮城県気仙沼市）
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じ
こ
も
り
が
ち
の
人
が
少

な
く
な
い
。

か
つ
て
は
「
か
も
め
通
り

商
店
街
」
が
あ
り
、
特
に
夏

の
お
祭
り
は
に
ぎ
わ
っ
た
。

イ
ベ
ン
ト
が
あ
れ
ば
人
が
集

ま
る
。
2
0
1
6
年
12
月

オ
ー
プ
ン
の
新
店
舗
に
ミ
ニ

ホ
ー
ル
を
備
え
た
の
は
、
そ

の
一
役
を
「
す
が
と
よ
酒

店
」
で
も
担
え
な
い
か
と
考

え
た
か
ら
だ
。

週
１
回
は
手
仕
事
の
工
房
に

ミ
ニ
ホ
ー
ル
は
、
週
1

回
「
鹿
折
ち
く
ち
く
工
房
」

の
作
業
ス
ペ
ー
ス
に
も

な
っ
て
い
て
、
復
興
公
営

住
宅
で
暮
ら
し
て
い
る
70

歳
代
か
ら
80
歳
代
の
７
人

が
、
着
物
や
帯
を
リ
メ
イ

ク
し
た
バ
ッ
グ
や
小
物
づ

く
り
を
し
て
い
る
。
ひ
と

り
暮
ら
し
の
メ
ン
バ
ー
も

多
く
、
お
昼
ご
は
ん
を
食

べ
て
「
み
ん
な
で
食
べ
る

と
お
い
し
い
ね
」
と
い
う

言
葉
が
印
象
的
だ
と
英
樹

さ
ん
は
言
う
。
手
仕
事
の

楽
し
み
よ
り
も
、
仲
間
と

集
ま
っ
て
お
し
ゃ
べ
り
で

き
る
こ
と
が
よ
ろ
こ
び
で

あ
り
、
生
き
が
い
に
な
っ

て
い
る
よ
う
だ
。

地
域
に
根
差
し
て
１
０
０
年

ミ
ニ
ホ
ー
ル
で
の
催
し

は
、
復
興
公
営
住
宅
の
住
民

に
告
知
す
る
程
度
だ
が
、
口

コ
ミ
で
席
が
埋
ま
る
。
回
数

を
重
ね
る
に
つ
れ
、
催
し
を

楽
し
み
に
訪
れ
る
地
域
の
人

た
ち
が
増
え
て
き
た
。

「
す
が
と
よ
酒
店
」
は

1
9
1
9
年
創
業
。
地
域

密
着
の
商
い
を
続
け
来
年

で
1
0
0
周
年
を
迎
え

る
。
鹿
折
地
区
は
復
興
途

上
に
あ
る
が
、
今
後
も
酒

店
と
し
て
、
地
域
の
人
た

ち
を
元
気
づ
け
、
地
域
を

盛
り
あ
げ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

「鹿折に戻って商売を続けながら地域を盛りあげたい」
と話す菅原文子さんと英樹さん

専門家に聞く地域づくりの
ヒント

やさしいともしびを

　私たちには住む家があります。その家のない状態を狭い意
味で「ホームレス（路上生活者）」と呼んでいます。しかし、
それは単に家という物質がない状態の 「ハウスレス」を指し
ているにすぎません。そうでなければ、大震災で住居を損失
した人や福 島の原 発 事 故で放 射 線 被ばくによりふるさとを追
われた人たちは「ホームレス」になってしまいます（現にそう
表 現する者もいます）。ところが、ホームレスのもう一つの要
素である精神的なものと人とのつながり（関係性）が希薄か
喪失した状態がとても重要です。
　「仙台夜まわりグループ」は、ゆえあって公園などの公共空
間で生活せざるを得ない人たちに対して、温もりのあるおにぎ
りと味噌汁などを持ってふれあいを深めています。それは彼・
彼 女たちの暗い生 活に灯りをともすものであり、生 活の再 建
に向けて社会との関係性を再構築する機会ともなっています。
しかし私たちが忘れてはならないことは、震災直後、「ホーム
レス」 の人たちが同じ被災者なのに炊き出しに参加し、生き
る希望を与えたことです。被支援者が、支援者にもなり得るこ
とを自ら体現したことは、すばらしいことだと思います。
　 多 賀 城 市の 「 八 幡 下 二 地 区 防 犯 協 会 」 は、住 民の自主
的な防犯組織であり、活動内容は下校中の子どもたちの安全
を見 守ることと、 防 犯・防 災 知 識の普 及 啓 発です。 災 害や

事 故は、社 会 的に弱い立 場にある障がい者や子ども、高 齢
者などに大きな被害を及ぼします。だからこそ、それらを未然
に予防する取り組みが地域のなかで必要とされています。
　気仙沼市の「すがとよ酒店」は、100 年の歴史をもつ、地
域に根差してきた老舗であり、店主自らが被災者です。被災し
た人たちは、避難所から仮設住宅、復興公営住宅へと移転す
るなかで、かつてのコミュニティ、そしてそのつどの人間関係
が崩れていくまちの姿を見るにつれ、「人が集える場所」の必
要性を感じています。そうしたなかにあって、店は、復興公営
住宅で生活するひとり暮らし高齢者たちの閉じこもりを防ぐ「居
場所」となっています。「みんなで食べるとおいしいね」という
言葉からは、孤食を避け、他者との会話において聴覚からおい
しさを感じるという関係性の重要さが伝わってきます。
　この三つの事例の共通性は見えにくいですが、人とつながる
ことで地域コミュニティの再生が可能であること、そして人に寄り
添い信頼関係を構築することで地域コミュニティへの復権ができ
ることを示しています。私たちは、他人の困りごとを丸ごと自分
のこととしてとらえることはできませんが、他人の困りごとを自分
だったらどうしてもらいたいかは考えることができます。私はこれを

「他者性の内在化」と呼んでいますが、そうすると、あなたも
自分の住むまちに灯りをともすひとりになれるのでないでしょうか。

県立広島女子大学大学院生活科学研究科修了。広島市の福祉事務所
においてケースワーカーとして勤務したのち、会津大学短期大学部教
授を経て、現職。専門は、生活保護と生活困窮者の自立支援。ケー
スワーカー時代から始めたホームレス支援は、現在も学生と一緒に
続けている。また、東日本大震災以降、被災者支援も行っている。
主な著書は、「格差・貧困と生活保護－『最後のセーフティネット』の
再生に向けて」（共著）、「医療・福祉総合ガイドブック」（共著）など。

山梨県立大学 人間福祉学部 福祉コミュニティ学科 教授

下村 幸仁（しもむら・ゆきひと）さん

特集 このまちを照らすのはあなた
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太平洋

山形県

福島県

岩手県秋田県

宮城県
石巻市

「
か
ほ
く
ベ
ル
リ
ン
ガ
ー
ズ
・
ア
ン
ダ

ン
テ
」
は
、
宮
城
県
石
巻
市
で
活
動

し
て
い
る
ハ
ン
ド
ベ
ル
グ
ル
ー
プ
だ
。
同

市
の
河
北
総
合
セ
ン
タ
ー
で
、
毎
週

金
曜
日
、
40
歳
代
か
ら
60
歳
代
の
女

性
８
人
が
練
習
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

参
加
者
は
、「
音
色
に
癒
さ
れ
る
」「
皆

の
息
が
バ
ッ
チ
リ
合
う
と
楽
し
い
」
と

魅
了
さ
れ
て
い
る
。
年
に
数
回
は
、

か
ほ
く
文
化
祭
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
に
出

場
し
、
市
内
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
幼
稚

園
で
も
訪
問
演
奏
を
し
て
、
練
習
の

成
果
を
発
揮
し
て
い
る
。

８
人
の
メ
ン
バ
ー
が
、
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤

に
お
け
る
２
音
ず
つ
を
分
担
し
、
２
オ

ク
タ
ー
ブ
を
カ
バ
ー
す
る
。
一
人
欠
け

て
も
成
り
立
た
な
い
の
が
、
難
し
さ
で

あ
り
、良
さ
で
あ
る
。
奏
法
ひ
と
つ
と
っ

て
も
、
細
か
く
振
り
続
け
る
「
シ
ェ
イ

ク
」
や
響
き
を
消
す
「
サ
ム
ダ
ン
プ
」

な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
、
奥
が
深
い
。

練
習
時
に
は
、
日
本
ハ
ン
ド
ベ
ル
連

盟
所
属
の
須
田
美
知
子
先
生
の
教
え

を
受
け
て
い
る
。「
先
生
の
ご
指
導
が

す
ご
く
い
い
。
打
つ
だ
け
で
精
一
杯
だ
っ

た
の
が
、
最
近
は
強
弱
や
音
色
も
考

え
た
練
習
が
で
き
て
い
る
。
上
達
が
楽

し
み
」
と
メ
ン
バ
ー
。

ハ
ン
ド
ベ
ル
の
音
は
、
柔
ら
か
く
温

か
み
が
あ
っ
て
、
澄
ん
で
上
品
だ
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
メ
ン
バ
ー

の
雰
囲
気
で
も
あ
る
。
練
習
は
、

真
剣
な
な
か
に
時
折
笑
い
も
交
え
、

和
や
か
に
行
わ
れ
る
。休
憩
中
は
コ
ー

ヒ
ー
を
片
手
に
談
笑
。
世
間
話
は

も
ち
ろ
ん
、
民
生
・
児
童
委
員
も

務
め
る
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
に
家
族
の

相
談
が
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
、
ち
ょ
っ

と
し
た
相
談
や
情
報
交
換
の
場
に
も

な
っ
て
い
る
。「
い
ろ
い
ろ
な
お
話
が

で
き
て
楽
し
い
」
と
皆
口
を
そ
ろ
え

る
。「
他
県
か
ら
嫁
い
で
来
て
さ
び
し

か
っ
た
け
れ
ど
、
お
友
だ
ち
が
で
き

た
」
と
話
す
人
も
い
る
。

各
地
で
の
訪
問
演
奏
は
、
は
じ
め

て
聞
く
ハ
ン
ド
ベ
ル
が
新
鮮
で
、
と
て

も
よ
ろ
こ
ん
で
も
ら
え
る
と
い
う
。

演
奏
の
た
び
に
新
曲
に
取
り
組
み
、

レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
50
曲
に
上
る
。
昨
年

は
、
宮
城
県
ハ
ン
ド
ベ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
で
、

団
体
の
垣
根
を
越
え
た
合
同
演
奏
に

も
初
挑
戦
し
、
楽
し
ん
だ
。

震
災
後
に
被
災
地
支
援
の
一
環
と

し
て
、
日
本
ハ
ン
ド
ベ
ル
連
盟
か
ら
河

北
文
化
協
会
に
ハ
ン
ド
ベ
ル
の
寄
贈
が

あ
り
、
2
0
1
1
年
３
月
か
ら
避
難

所
な
ど
で
ハ
ン
ド
ベ
ル
体
験
教
室
が
開

催
さ
れ
て
き
た
。
代
表
の
今
野
智
子

さ
ん
に
よ
れ
ば
、「
い
た
だ
い
た
ハ
ン
ド

ベ
ル
を
活
用
し
た
い
思
い
と
ハ
ン
ド
ベ
ル

の
音
楽
を
広
め
た
い
思
い
」
か
ら
、

教
室
に
通
う
仲
間
で
12
年
９
月
に
グ

ル
ー
プ
が
結
成
さ
れ
た
。

団
体
名
の
「
ア
ン
ダ
ン
テ
」
は
、「
歩

く
く
ら
い
の
速
さ
」
を
表
す
音
楽
の

速
度
標
語
か
ら
き
て
い
る
。「
皆
さ
ん

の
ペ
ー
ス
で
ゆ
っ
く
り
楽
し
く
や
っ
て
い

け
た
ら
」
と
今
野
さ
ん
。
ゆ
っ
た
り
と

流
れ
る
癒
し
の
ひ
と
と
き
。
重
な
る
音

色
は
耳
に
や
さ
し
く
、
心
地
良
い
。

重なり合うハーモニーと笑顔 かほくベルリンガーズ・アンダンテの皆さん。左から二人
目が代表の今野智子さん。中央が指導する須田美知子先生

ベルを寝かせて内部のクラッパー ( 振り子 ) を
指で弾く奏法はプラックと呼ばれる

東北の力をつくりだす人・団体を紹介します。

かほくベルリンガーズ・アンダンテ（宮城県石巻市）

重なり合う豊かな時間

60回目
市民リレー

今回は・・・

かほく
ベルリンガーズ・アンダンテ

活動日：毎週金曜日
午後 1 時 30 分 ~ 3 時 30 分

拠点：河北総合センター「ビッグバン」
（宮城県石巻市成田字小塚浦畑 54）
TEL： 090-2228-7800（代表 今野）

DATA

田



10月刊 地域支え合い情報　VOL.70　2018.6

平成30年度
 宮城県サポートセンター支援事務所の活動

　東日本大震災後、被災市町村では、被災者の生活を支援するために個別訪問や相談・調整、地域支援を行う「支
援員」を多様な形で配置し、県内で最大時に約 800 人が従事。現在、災害公営住宅や防災集団移転地などへ
の支援も含めて約 250 人が活動しています。
　宮城県では、支援員の活動をバックアップするために、2011 年 9 月に「宮城県サポートセンター支援事
務所」を設置（宮城県社会福祉士会が運営受託）。災害公営住宅などへの本格的な転居期を迎え、今年度も協
力団体と協働しながら、地域の福祉力を基盤とする福祉コミュニティの形成を目指して取り組みます。

被災地における『地域共生社会実現』に向け、
「（地域）福祉の推進」のための体制整備、基盤整備を進めていく

①被災市町における、互助によるコミュニティ再生を推進するための基盤整備と支援体制の構築に努める

・地域福祉（活動）計画の策定を進めるとともに実施に向けた基盤整備・体制整備を応援。
・日常生活圏域内において、医療、介護、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提
供される地域包括ケアシステムの構築も視野に入れて取り組む。
⇒住民組織、当事者組織の主体的な「互助」活動をバックアップしていく「平時のサポセン機能」を提案。
　（地域共生社会実現の推進役たる、住民主体の「支え合い」を醸成・協働し、地域力を強化）
⇒宮城県版『地域共生社会実現推進本部』（仮称；平時のサポセン支援事務所機能）の必要性、在り方について検討。
⇒住民の互助機能で「我が事」「丸ごと」の実践を、住民の孤立防止等を中心に地域コミュニティの強化を図りながら行う。

②地域の福祉力醸成のため、多様な地域人財の育成に努める

・「包括的な支援体制構築」「住民が主体的に地域課題を把握し解決を試みる体制づくり」に呼応したソーシャル
ワーク機能を有する多様な人財の養成。
・地域福祉コーディネート研修を体系化し、多様な地域人財や専門職等がともに学ぶプラットフォームでの研修を目指す。
・自助・互助が行いやすい環境づくり。そのためにも「地域力」「仲間力」を高める形で地域人財を育てる。

③地域福祉の推進に向け、地域ごとに必要なネットワークを構築し、住民を中核にしたプラットフォーム
での協議を活かし、協働化（役割分担）した体制づくりをあと押しする

・日常生活圏域（小地域）での支え合いについて、①居場所づくり、②見守り支援、③生活支援の各段階について、
各市町の実情と支援体制に配慮しつつ、社協・NPO 等の支援者と協働してサポートしていくネットワークを構築。
・必要なケアの情報が得られるワンストップの横断的総合相談窓口を互助機能として、包括的 ･ 継続的ケアマネ
ジメント、虐待防止、権利擁護等の機能が最大限に発揮できるよう、各制度や各専門職等の包括的支援体制を地
域福祉において融合し、住民の意思決定支援（地域の意思決定支援も）における役割を担うことで、包括的支援
体制の基盤整備を行う。

平成３０年度重点目標
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各フェーズでの課題と支援策：支援事務所が担う役割とミッション 宮城県サポートセンター支援事務所
事業計画書 2018.4.1-2019.3.31

平成30年度宮城県サポートセンター支援事務所事業

被災者のニーズに幅広く対応	
 〇個別的な課題に総合的な支援体制
   で取り組む
  （被災者支援＋本来的な支援）
　⇒災害援護資金に係る取組
　⇒災害ケースマネジメント、サポ弁
　⇒包括的相談支援体制下での
　　相談支援 

〇広域避難者（在宅被災者）への
生活支援
　⇒平時の地域福祉計画に盛り込む
      べき課題
　⇒全市町が共有する支援体制整備 
      を示す

〇仮設、みなしから踏み出
せない 
〇生活課題の積み残し、塩漬
状態
⇒適切な対応がなされず、　   

「取り残され感」の増大
⇒新たな生活困窮の課題　
の発生
※丁寧なケースマネジメ　
ントで生活再建への総合的
な相談支援の必要性
 
災害援護資金貸付返済等　
の課題等

〇地域課題が常態化と
深刻化（無縁社会化の
懸念）
⇒被災者支援の終焉も
一因
〇制度、サービスでは支
えきれない住民の生活

（地域社会に問われる機能）
〇震災前より地域支え
合いの体制の未整備（常
態化）
⇒地域福祉の停滞・衰退
※住民主導での地域づ
くりを醸成していく仕
掛けが必要

パワーレス
な状況 

避難生活で
の疲弊
　
高齢化
復興の遅れ

災害公営住宅等
への移転に伴う
不安

避難生活下の
取り残され感

新生活での孤立感
⇒無縁社会、文化
の違い
入居できない
ケースも

（含：制度等の理
解不足）

集合住宅での孤立化
（急激な高齢化と単
身化）

被災者支援活動の
減少（生活課題の
未解決）
⇒失業、就労困難

（経済的課題）
地域社会との断絶

（自治会活動等の　
停滞）

失業等経済的な不安

引きこもり、孤立死、
支援につながらない

（孤立、ゴミ屋敷
化等）
地域社会課題の
先取りの構図

（無縁社会）
⇒地域力、互助
　機能の醸成に
　向けた体制整
　備の遅れ、自治
　機能停滞が
　常態化
　（役員の担い手
　不足）

被災者支援 サポートセンター
（最大時 13市町、60超の設置、

約800 人が従事）

●平時のサポセンの必要性（課題としての認識にバラつき）
〇被災者支援の枠組みが終了することへの対応、各市町ともに苦慮（共通する課題、各市町ごと 
　の課題も山積み）
〇「我が事」「丸ごと」の国の動きを先取りしたサポセンの機能。地域社会で主体的に地域課題
　に取り組むには、「地域力」強化を推進することが至上命題。
〇住民の組織化（支え合いの組織化）を図ること、被災地のサポセン機能を担った地域人財を 
　登用する必要性。

〇生活支援体制整備
〇包括的支援
　体制構築
〇地域人財の養成
〇市町、社協の
　地域福祉（活動）　  
　計画策定・実施
〇NPO等との協働　
　で住民主体（自治）
　でのまちづくり
〇プラットフォーム
　での協働に向けた
　協議

住民の支え合い
活動へのバック
アップ

仮
　
設

み
な
し

広
域
・
住
宅

災
害
公
営
住
宅

集
団
移
転

地
　
域

新
生
活
へ
の
不
安

地
域
社
会
で
の
孤
立
化

移転準備・入所初期 転出入期 移転完了期 定着期

宮城版地域共生
社会実現



山形県

新潟県

栃木県

宮城県

太平洋

福島県
猪苗代町

民
間
信
仰
の
伝
統
的
な
枠
組
み
と

し
て
の
「
講
」
は
、
東
北
地
方
の
、

特
に
農
村
集
落
で
は
、
比
較
的
よ
く

受
け
継
が
れ
て
い
る
。

観
音
講
、
山
の
神
講
、
天
神
講
な

ど
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
成
員
は
女

性
ま
た
は
男
性
だ
け
、
あ
る
い
は
特

定
の
世
代
だ
け
に
限
定
す
る
も
の
や
、

老
若
男
女
を
問
わ
ず
各
戸
の
代
表
が

参
加
す
る
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
た
い

て
い
は
、
一
定
の
年
齢
に
達
す
る
な
ど

し
て
自
動
的
に
成
員
と
な
る
。
宗
教

的
な
枠
組
み
と
い
っ
て
も
、
子
ど
も
会

や
婦
人
会
と
い
っ
た
地
縁
組
織
に
近
い
。

ま
ず
神
仏
に
祈
り
を
捧
げ
、
そ
の

あ
と
飲
食
を
と
も
に
す
る
と
い
う
の

が
、
お
お
む
ね
共
通
の
形
式
。
会
場

と
し
て
寺
や
神
社
、
集
会
所
な
ど
の

ほ
か
、
輪
番
制
で
成
員
の
自
宅
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
も
。
開
か
れ
る
回
数

は
、
少
な
い
も
の
で
年
１
回
、
多
い
も

の
で
は
月
数
回
。

福
島
県
猪
苗
代
町
の
戸
ノ
口
地
区

で
４
月
10
日
、「
大
般
若
講
」
が
開

か
れ
た
。
戸
ノ
口
と
隣
接
す
る
三
本

木
、
金
子
沢
、
そ
れ
に
会
津
若
松
市

戸
ノ
口
の
４
集
落
が
合
同
で
行
う
、
毎

年
恒
例
の
講
だ
。
雪
解
け
が
進
み
、

農
作
業
が
始
ま
ろ
う
と
い
う
時
期
、

僧
侶
を
招
い
て
家
々
や
集
落
の
安
全
・

繁
栄
を
祈
る
。
原
則
と
し
て
全
戸
参

加
で
、
今
年
は
乳
児
か
ら
高
齢
者
ま

で
計
24
人
が
集
ま
っ
た
。
ち
な
み
に
４

集
落
の
人
口
は
計
35
世
帯
１
１
７
人

で
、
高
齢
化
率
は
38
・
５
％
（
３
月

末
時
点
）。

集
会
所
の
床
の
間
に
、
釈
迦
如
来

の
掛
け
軸
が
掲
げ
ら
れ
る
。
灯と
う
み
ょ
う明

が

と
も
さ
れ
、お
供
え
物
が
置
か
れ
る
。

午
前
11
時
、講
が
始
ま
る
。
参
加
者

は
車
座
に
な
っ
て
長
い
数
珠
を
持
ち
、

祈
り
な
が
ら
手
か
ら
手
へ
と
繰
り
回
す
。

続
い
て
僧
侶
が「
大
般
若
経
」
を

転
読
。
最
後
に
全
員
で
焼
香
す
る
と
、

ち
ょ
う
ど
正
午
ご
ろ
と
な
り
、
宴
会
に

移
る
。

参
加
し
た
森
川
キ
ミ
子
さ
ん（
85

歳
）は
、「
集
落
の
人
た
ち
み
ん
な
が
集

ま
っ
て
お
祈
り
し
て
、
食
べ
て
飲
ん
で

お
し
ゃ
べ
り
し
て
笑
っ
て
過
ご
す
。
そ

れ
が
と
て
も
楽
し
い
」
と
話
す
。

大
般
若
講
は
年
に
１
度
だ
け
だ
が
、

同
様
の
伝
統
的
な
行
事
や
共
同
作
業

な
ど
、
地
区
住
民
が
集
ま
る
機
会
は

月
に
１
度
は
あ
る
。

戸
ノ
口
の
区
長
、
渡
部
隆
さ
ん

（
61
歳
）
は
、「
こ
う
い
う
集
ま
り
を

通
じ
て
横
の
つ
な
が
り
が
つ
く
ら
れ
る
。

つ
な
が
り
が
あ
る
か
ら
支
え
合
い
も
で

き
る
」
と
そ
の
意
義
を
強
調
す
る
。

こ
う
し
た
行
事
は
、
事
実
上
の
「
サ

ロ
ン
活
動
」と
言
え
る
。
福
祉
的
な
目

的
の
サ
ロ
ン
が
な
い
と
し
て
も
、
実
は
地

域
に
は
多
様
な
「
交
流
サ
ロ
ン
」
が
あ

る
。集
落
行
事
と
地
域
福
祉
は
、
暮

ら
し
の
な
か
で
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
。
木

仲
間
と
お
し
ゃ
べ
り

自
然
な
つ
な
が
り
と
支
え
合
い
を
生
み
出
す

ど
こ
で
も
サ
ロ
ン

ど
こ
で
も
サ
ロ
ン

集
落
行
事
は
支
え
合
い
の
基
盤

全
戸
参
加
の「
大
般
若
講
」

第
11
回

福
島
県
猪
苗
代
町
・
会
津
若
松
市

福島県
会津若松市
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「
花は
な
も
り守
」|
|
桜
の
番
人
の
こ

と
。
春
の
季
語
で
も
あ
り
、
芭
蕉

も
「
一ひ
と
ざ
と

里
は
み
な
花
守
の
子
孫
か

や
」
の
句
を
詠
ん
で
い
る
。

福
島
県
郡
山
市
の
Ｊ
Ｒ
郡
山
駅
か

ら
東
へ
約
16
キ
ロ
の
中
田
町
木こ
の
め
ざ
わ

目
沢

地
区
。
市
指
定
天
然
記
念
物
の

紅べ
に
し
だ
れ
じ
ぞ
う
ざ
く
ら

枝
垂
地
蔵
桜
が
あ
る
。
里
山
に
た

た
ず
む
樹
齢
４
０
０
年
の
し
だ
れ
桜

は
、
毎
年
４
月
半
ば
に
見
ご
ろ
を
迎

え
、
多
く
の
人
を
引
き
つ
け
る
。

紅
枝
垂
地
蔵
桜
保
存
会
は
、
地

元
の
農
家
９
戸
で
運
営
す
る
花
守
団

体
。
地
蔵
桜
の
手
入
れ
や
周
辺
の
草

刈
り
、
駐
車
場
の
管
理
な
ど
の
ほ
か
、

春
季
限
定
で
産
直
店
を
開
く
。

産
直
店
は
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
で
設
営
。

地
蔵
桜
が
開
花
す
る
４
月
10
日
前
後

か
ら
１
か
月
あ
ま
り
営
業
す
る
。
期

間
の
途
中
で
桜
は
散
っ
て
し
ま
う
が
、

入
れ
替
わ
る
よ
う
に
ハ
ナ
モ
モ
が
咲
き

誇
る
。
集
落
道
路
や
里
山
の
あ
ち
こ

ち
に
地
元
住
民
が
植
え
た
ハ
ナ
モ
モ
が

あ
り
、
散
策
路
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。

ハ
ナ
モ
モ
目
当
て
の
花
見
客
で
、
産
直

店
の
に
ぎ
わ
い
も
続
く
。
野
菜
よ
り

も
草
花
や
花
木
の
苗
が
人
気
だ
。

「
花
が
た
く
さ
ん
の
人
を
呼
ん
で
く

れ
る
。
こ
の
雰
囲
気
が
大
好
き
。
産

直
は
た
い
へ
ん
だ
け
ど
、
や
り
が
い
が
あ

る
」
と
話
す
の
は
メ
ン
バ
ー
の一
人
、
草

野
タ
マ
子
さ
ん
（
81
歳
）。
86
歳
の
夫

と
と
も
に
保
存
会
の
活
動
に
取
り
組

む
。「
私
も
夫
も
介
護
の
世
話
に
も
な

ら
ず
、
元
気
に
幸
せ
に
暮
ら
し
て
る
。

そ
の
秘
け
つ
が
保
存
会
だ
」
と
笑
う
。

20
年
ほ
ど
前
、
脳
梗
塞
を
患
っ

た
。
今
も
定
期
的
に
医
師
の
診
察

を
受
け
る
。

「
医
者
か
ら
は
『
畑
と
産
直
を
や
っ

て
る
か
ら
元
気
な
ん
だ
』
と
言
わ
れ

る
。
だ
か
ら
、
畑
も
産
直
も
で
き
る

限
り
続
け
る
よ
」（
草
野
さ
ん
）。

保
存
会
の
結
成
は
１
９
９
５
年
４

月
。
今
年
で
23
年
目
を
迎
え
た
。

「
メ
ン
バ
ー
が
高
齢
化
す
る
な
か
、

活
動
を
ど
う
維
持
し
て
い
く
か
が
課

題
」と
会
長
の
宗
像
清
一
さ
ん（
71
歳
）。

年
齢
層
は
60
歳
代
前
半
か
ら
80

歳
代
後
半
で
、
中
心
は
70
歳
代
に

な
っ
て
い
る
。

「
高
齢
で
も
、
た
と
え
ひ
と
り
暮

ら
し
に
な
っ
て
も
、
仲
間
同
士
で

力
を
合
わ
せ
て
、
少
し
で
も
長
く

保
存
会
の
活
動
を
続
け
ら
れ
る
よ

う
に
し
た
い
」（
宗
像
さ
ん
）。

桜
花
の
下
に
人
び
と
は
集
う
。

語
り
合
い
、
と
き
に
杯
を
交
し
て

春
の
到
来
を
喜
ぶ
。
花
は
人
を
つ

な
ぎ
、
元
気
づ
け
る
。

花
見
は
、
世
代
と
地
域
を
超
え
て

展
開
さ
れ
る
サ
ロ
ン
活
動
だ
。
花
守
た

ち
は
い
わ
ば
サ
ロ
ン
の
世
話
人
で
あ
り
、

そ
の
恩
恵
を
最
も
享
受
す
る
参
加
者

で
も
あ
る
。
木

花
守
と
産
直
が
「
元
気
の
源
」

紅
枝
垂
地
蔵
桜
保
存
会

福
島
県
郡
山
市
中
田
町

山形県

新潟県

栃木県
茨城県

宮城県

太平洋

福島県
郡山市
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ゲートボールで災害公営住宅
の入居者が日常的に交流

青
空
の
下
、
朗
ら
か
な
笑
い

声
が
響
く
。
荒
井
東
市
営
住
宅

で
は
、
入
居
者
た
ち
が
、
毎
週

月
曜
日
と
金
曜
日
の
朝
9
時

30
分
か
ら
、
庭
で
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
を
楽
し
ん
で
い
る
。「
笑
顔

で
健
康
増
進
、元
気
ア
ッ
プ
！
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
活
動
し
て
い

る
荒
井
東
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
愛
好

会
だ
。
会
員
は
11
人
で
、
平

均
年
齢
は
81
・
5
歳
だ
。
か

く
し
ゃ
く
と
し
た
最
高
齢
の
91

歳
の
女
性
参
加
者
は
、
ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
の
ベ
テ
ラ
ン
で
、
初
心

者
に
手
ほ
ど
き
も
し
て
い
る
。

「
皆
で
大
き
な
声
を
出
し
て
、

笑
い
合
っ
て
い
る
。
皆
さ
ん
、

本
当
に
い
い
人
。
親
し
く
な
っ

て
、
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
て

感
謝
し
て
い
る
」
と
、
に
こ
や

か
に
語
る
。
性
別
、
年
齢
を
超

え
て
、
一
緒
に
な
っ
て
遊
べ
る

の
が
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
と
い
う
ス

ポ
ー
ツ
の
ポ
イ
ン
ト
だ
。

ゲ
ー
ム
は
、
打
順
と
同
じ

番
号
の
ボ
ー
ル
を
ス
テ
ィ
ッ

ク
で
打
ち
、
３
つ
の
ゲ
ー
ト

を
通
過
し
て
ゴ
ー
ル
ポ
ー
ル

へ
当
た
れ
ば
、「
あ
が
り
」
だ
。

10
人
が
赤
・
白
二
組
に
分
か

れ
て
、
得
点
を
競
う
（
１
人

が
交
代
で
審
判
を
務
め
る
）。

ま
た
、
自
分
の
ボ
ー
ル
を
相

手
の
ボ
ー
ル
に
当
て
る
「
タ
ッ

チ
」「
ス
パ
ー
ク
打
撃
」
な
ど

も
あ
り
、
相
手
の
動
き
を
読

む
戦
略
性
の
深
さ
も
魅
力
だ
。

「
思
う
よ
う
に
い
っ
た
と
き
は

う
れ
し
い
」
と
会
員
。
勝
負

ご
と
の
楽
し
み
が
あ
り
、
特

に
チ
ー
ム
同
士
は
助
け
合
う

な
か
で
、絆
が
深
ま
る
と
い
う
。

愛
好
会
会
長
の
大
橋
公
雄

さ
ん
（
74
歳
）
は
、
住
宅
で

発
足
当
時
の
町
内
会
会
長
を

務
め
て
い
た
（
本
紙
28
号
参

照
）。
公
益
財
団
法
人
日
本

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
連
合
か
ら
、

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
用
品
の
寄
贈

を
受
け
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、
２
０
１
５
年
か
ら
愛
好

会
を
始
め
た
。「
青
空
の
下
で

お
し
ゃ
べ
り
し
て
、
身
体
を

動
か
し
て
、
一
日
楽
し
く
暮

ら
せ
る
よ
う
に
。
健
康
寿
命

を
伸
ば
し
て
、
充
実
し
た
心

身
で
楽
し
い
人
生
を
送
っ
て

い
た
だ
き
た
い
」
と
目
的
を

話
し
て
く
れ
た
。

会
員
は
、「
パ
ワ
ー
を
も

ら
っ
て
い
る
」「
健
康
的
に
な

る
よ
ね
」「
ア
ハ
ハ
ッ
、
オ
ホ

ホ
ッ
と
笑
っ
て
ね
」「
若
返
る
」

「
頭
も
使
う
ん
だ
」「
目
標
は

1
0
0
歳
ま
で
」
と
口
ぐ
ち

に
そ
の
魅
力
を
語
る
。
ふ
だ

ん
か
ら
会
員
同
士
で
、
お
互

い
の
家
で
お
茶
飲
み
を
す
る

こ
と
も
あ
る
。
と
き
ど
き
は
、

飲
み
会
も
開
い
て
、
親
睦
を

深
め
て
い
る
。
先
日
は
、
皆

で
バ
ラ
園
に
出
か
け
て
、
バ

ラ
を
観
賞
し
な
が
ら
食
事
を

楽
し
ん
だ
。

朝
か
ら
皆
で
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
。
そ
の
あ
と
は
お
茶
飲
み
や

お
散
歩
。
集
会
所
で
も
、
ダ
ー

ツ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ク

ル
活
動
が
行
わ
れ
て
い
て
、
自

分
の
好
み
を
選
ん
で
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
た

ち
が
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
れ

ば
、
庭
で
サ
ッ
カ
ー
や
キ
ャ
ッ

チ
ボ
ー
ル
を
始
め
る
。
そ
う

し
た
光
景
を
眺
め
て
い
る
だ

け
で
も
、
元
気
を
も
ら
え
る
と

い
う
。
11
階
建
て
の
住
宅
の
最

上
階
か
ら
は
、
海
・
山
・
市
街

地
が
見
渡
せ
る
。
晴
れ
た
日
に

は
、
そ
こ
か
ら
の
見
晴
ら
し
を

堪
能
す
る
の
も
い
い
。

14
年
４
月
（
１
号
棟
）・
15

年
４
月
（
２
号
棟
）
の
住
宅

入
居
開
始
か
ら
、
３
年
以
上

の
月
日
が
経
つ
。
日
々
の
生

活
に
落
ち
着
き
と
楽
し
み
を

感
じ
ら
れ
る
人
た
ち
が
増
え

て
き
て
い
る
。

荒井東ゲートボール愛好会
（宮城県仙台市若林区）

集
団
移
転
＆

　
　
　

災
害
公
営
住
宅

ま
じ
わ
る
！

第 回33

手前が 91 歳の参加者。熟練の「技」を見せる

休憩中のちょっとした世間話も楽しみのひとつ

田

太平洋

山形県

福島県

岩手県秋田県

宮城県
石巻市

地図

太平洋

山形県

福島県

岩手県秋田県

宮城県
仙台市
若林区

住宅 11 階からの眺望
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宮城県サポートセンター支援事務所 
  　　　　アドバイザー　浜上 章

“経験”を経て、地域で生きる。

ひとりごと

宮城県サポートセンター支援事務所
〒 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 3-7-4 宮城県社会福祉会館 3 階 　TEL 022-217-1617　 FAX 022-217-1601

サ ポ ー タ ー の あ な た へ

宮城県サポートセンター支援事務所　所長　鈴木守幸

 サポートセンター行脚

震災の前、そこには確かな暮らしがあった。家族との、
地域との、祭りや行事、役割やつながり、営みがあった。
その地域の風景や佇

た た ず ま い

まいがあった。
津波はあまりにも多くの人、物、つながり、営み、ふ

るさとを奪っていった。
悲しみを抱えつつ、被災者支援の仕事に就いた人たち

がいた。宮城県内だけでも一時、60 を超えるサポートセ
ンターが設置され、800 人近くの支援員が雇用された。

（2013 年：宮城県サポートセンター支援事務所調べ）
支援員は、仮設住宅に入居するひとり暮らし高齢者など

孤立しがちな人、生活に困難を抱える人などへの個別訪問
や集会所でのお茶会開催などに奔

ほんそう

走した。訪問を拒否され
たり、嫌な顔をされることが幾度もあった由。それでも、
めげずに繰り返し訪問し、徐々に受け入れられ、話をして
くれるようになる。そのうち訪問を心待ちにしてくれる人
が増え「いつも気にかけてくれてありがとう」と笑顔で迎
えられるようになった。

震災前には、ひとり暮らしの人のことや生きづらさを抱え
た人のこと、地域のことを気にかけたこともなかった支援員
も多かった。しかし、何度も訪問し、いろいろな悩みや話を
聞き、サポートセンター仲間と気になる人に思いを馳せ、支
援のあり方を何度も話し合ってきた。そうして、被災者が身
内のような、自分のことのような親しい存在に思えてくる。

時間が経ち、被災者の新たな住まいでの暮らしが落ち着
きはじめ、いくつものサポートセンターが閉鎖された。多
くの支援員が職を辞して、元の仕事や新たな仕事に就いた
り、地域に戻った。被災者支援に携わった支援員のことを、

「地域福祉の、福祉の貴重な人財としてなんとか次に活か
すことはできないか？」と、多くの関係者が心悩ます。し
かし、仕事として活かす道は限られているのが現実。

支援員の多くの人が、職を辞したあともかかわった被
災者のことや地域のひとり暮らし高齢者のこと、孤立し
がちな人のことを気にかけ、声かけなどなんらかの地域
活動に関心を寄せ、力になりたいと思っている。ひたむ
きに被災者支援、地域の復興に携わってきた人にとって、

“地域”は、震災前の地域とは明らかに違って見えてきて
いるはず。震災による経験が、被災者支援の経験が、見
るもの、感じるものを明らかに進化させているはず。経
験を仕事として活かせなくても、地域で生きる一人の人
間として、地域に暮らす人たちのことを気にかけ、見守
りや助け合い、お茶会などの集う場を支援することは、
きっとできる。

「我が事」「丸ごと」は、「他人事」?
老兵にしてみれば、いまの若いワーカーは優秀です。

働きながら、自らのスキルアップに、研鑽に励む姿を
よく見ます。社会福祉士会の生涯研修、結構ハードで、
お金もかかったりして、若いときは「自分への投資」
と想えとよく言いますが、私なら別なところに投資し
たい（こんなことを書いたら、また社会福祉士会に怒
られそう）。

ワーカーのスキルアップにつながる研修、ワーカー
としての理想に近づけるとすると受けるか？と言う
と、それでも違うと思う。むしろ、寅さんの映画を観
て、自らがもつ「弱さ」や「愚かしさ」に気づけると、

「得」を得た気になる。寅さんの恋愛教室を観て、「寅、
早く迫れ！」といま一歩踏み出せない寅さんにイライ
ラする観客、そのヤジに「できないから、寅や！」と
反論する声。こんな映画、ほかにはない。「惚れるこ
とは、自分にとって最高の幸せ」という寅さん、一方
で「恋愛関係になってしまうと、相手にとって不幸」
が見えてしまう。恋は成就してこそ意味があると思う
人たちにはわからない世界。数多くの失恋を肥やしに
してきた寅さんと私（？）。懲りていないので、少し
も肥やしにはなっていない気がするが…。でも、寅さ
んの好きな女性に対する距離感、ワーカー的には絶妙
と思います。「間違えたり」「好ましくない対応」に陥っ
たときに、軌道修正が可能になるような距離感をもっ
ている。人の心根に土足で踏み込むことはしない。し
かし、「我が事」「丸ごと」を「他人事」にはしない。

ここで想うことは、「我が事」「丸ごと」は、専門
性にとらわれるワークではなく、日々の生活を共有
しつつ、「他人事」では片づけられない『市井』の生
活のなかで得られるもの。だから、弁護士も災害ケー
スマネジメントにおける取り組みも、アウトリーチ

（訪問支援）を基本にしています。生活に係る課題を
共有していくには机上での仕事ではなく、間違いな
がらも現場で寅さん流の距離感で経験を積みあげる
ことが大事なよう。ただ、学ぶことを否定はしませ
ん。教養のための知識ではなく、自分らしいワーカー
であろうとするためなら。

老いたワーカーからの遺言（その3）

宮城県サポートセンター支援事務所からのお知らせ
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☆次号予告 特集「農・林・水産業と支え合い」

「月刊 地域支え合い情報」を年間購読しませんか？
購読会員　年3,696 円（年12 回、送料込み）

購読ご希望の方は下記口座へお振り込みください。編集部にて確認
次第、情報紙を発送いたします。
◎お振込先　　●ゆうちょ銀行振替口座   
　　　　　　　口座番号：０２２６０－９－４６３０３
　　　　　　　加入者名：全国コミュニティライフサポートセンター

※通信欄に、「地域支え合い情報紙　購読費」と記入したうえで、
①お届け先の住所　と　②何号からの購読申込み

を記入してください。

購 読 者 を 募 集 し て い ま す ！

暮らしを支える支援員

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム
（宮城県仙台市宮城野区）

避難者支援の受託終了も、
定着支援を継続

交流会は、参加者も意見を出し、動きながら形づくる

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム
〒 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目3-15 花本ビル 601
TEL 022-353-7550

D
A
T
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平成30 年度　宮城県生活支援コーディネーター養成研修

【気仙沼会場】6 月28 日（木）　宮城県気仙沼保健福祉事務所
【石巻会場】7 月6 日（金）　石巻商工会議所
【栗原会場】7 月18 日（水）　宮城県栗原合同庁舎
【仙台会場①】7 月19 日（木）　仙台市福祉プラザ
講師： 高橋　誠一（東北福祉大学 総合マネジメント学部 教授）
　　　池田　昌弘（全国コミュニティライフサポートセンター 理事長）

＜基本研修１	初級研修＞

５月 30 日に、「一般社団法人東北圏地域づくりコン
ソーシアム」が「ふくしま仙台駅前サロン」という交流
会を開催。参加対象は、東日本大震災をきっかけに福
島県から宮城県に移り住んだ人たちだ。今回は浪江町
出身の 12 人が、なみえ焼きそばの調理や会場近くの神
社へまち歩きをするなどして親睦を深めた。

浪江町では、震災発生時の福島第一原子力発電所事
故の影響で、町内全域に避難指示が出され、当時およ
そ 21,500 人いた町民は県内外に分散避難した。町は
2012 年度より「復興支援員事業」として、最大 10 府県
の支援団体に拠点となる事務局を委託・設置して、現
地で雇用した支援員を配置。転居先の地域ごとに、戸
別訪問、つながりづくり、情報発信を行い、暮らしの
再建のあと押しをしてきた。同コンソーシアムは、13
～ 16 年度に全国で活動する同町支援員と各拠点の運営
調整を担い、14 ～ 17 年度には、宮城県に配置された
北海道・東北地方担当の支援員たちの拠点として、日
常業務のマネジメントも並行して行ってきた。

17 年３月末に帰還困難区域以外の避難指示が解除と
な っ た 同 町 は、18 年 ３ 月 で 支 援 員 の 常 駐 拠 点 を 閉 鎖
し、支援員の活動規模も縮小。同コンソーシアムでは、
宮城県に移り住んだ人たちが、出身地のつながりをた

いせつにしながら、定住先での自律的なコミュニティ
をもつところまで支えることが必要だと考え、独立行
政法人福祉医療機構の助成を受け、浪江町以外からの
転居者も対象に交流会を継続していくことに。目標は、
移住者同士が支援団体を介さずに直接やりとりできる
関係づくりだ。参加者からは、「歳をとってから近所の
知らない人となじむのはたいへん」「同じまちの出身者
同士なら、共通の話題ももてる」「こうして互いに顔を
見れると安心」という声が聞かれる。同じ町の出身と
は言え、宮城県に移り住んでから知り合った仲も多い
が、声をかけ合って、女性３人でお茶飲みをしたり、
男女８人で飲み会をする人たちもいるという。
「宮城県では県外からの避難者の受け入れ体制が不十

分だった。日常生活で立ち寄れる場所を増やすなどし
ながら、いまいる場所への定着の支援に力を入れたい」
と事務局長の髙田篤さん。15 ～ 17 年度に支援員を務
め、移住者の継続的支援のために今年度から同コンソー
シアムのスタッフになった村田直子さんも、「交流会参
加者同士、長くつきあってもらいたい」と語る。清
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編 集 後 記
取材・執筆期間中、 ボランティアの一員として、 夜まわり活動に３回参加させ
ていただきました。 専門的知識がない自分にもお手伝いできることがあるのだと
実感できましたし、 いつもと違った角度から見るまちは新鮮で、 いろいろなつな
がりの形が見えました（清野）

あ な た の 活 動 ・ 地 域 の 活 動 情 報 を お 寄 せ く だ さ い !

TEL 022-727-8730　FAX 022-727-8737
E-mail joho@clc- japan.com

月刊「地域支え合い情報」は、コミュニティ（地域づくり）から
震災・復興を考え、提案していくために生まれた情報紙です。
ぜひ忌憚のないご意見・ご感想を FAX またはメールにて編集
部までお聞かせください。

読 者 の 声

68 号では、 震災を機に転居した人たちの集まりについて紹介された特集記事を特
に興味深く読みました。 同郷出身者だからこそ距離を縮めやすいことや、 隣近所
でなくても頼れる関係もあるのだということを改めて感じました。 故郷のもつ力は
大きいですね。（仙台市宮城野区 S・S）

福島県

宮城県
仙台市

宮城野区

山形県


