


　東京都板橋区にある遺品整理会社を取材しました。そこで働く小島美羽さん（右）は、孤独死の
壮絶な現場をミニチュアで再現し、発信しています。「本当のことを伝えていきたいので、手抜き
はしたくありません。そのため、ミニチュアの制作には、はやくて３か月とか、半年ほどかかりま
す」「直視はできないけど、ミニチュアにしたっていうので見ようと思えたりします。ですが、ミ
ニチュアで表現していることは現実におこっていることなのです」と話されます。
� （写真左は代表取締役の増田裕次さん）

ミニチュアを通して孤独死の実態を伝える
（遺品整理クリーンサービスのオフィスにて）



　写真は小島美羽さんによる、若者の自殺現場のミニチュア。近年、日本での自殺者は年間２万
人をこえている。2018年では、20歳未満の自殺率が、1978年以降最悪を記録しており、対応が
求められている。



　東京都内の65歳以上の単身世帯について、東京都監察医務院で異常死（自宅死亡）としてあつ
かわれたケースは、2015年以降、毎年3000人を超える。そのなかには、問題を自ら抱えたまま
助けを求めることができずに亡くなる方もいる。
　「孤独死」を望まないのにもかかわらず、追い詰められたときに、いまの制度・政策は無策で
はないだろうか。写真は、孤独死の現場で遺品整理をするようす。



　だれもが、自分の人生を主体的に生き、楽しい・素敵な人生だったと思って最期を迎えたい。
しかし、現実はそうなっているだろうか。人生をどう生き、どう終えるのか。増田さんは孤独死
の防止について「今の建築を変えないといけません。家に帰ってドアを閉めたらそこで差別空間
ができてしまいます」と住居とコミュニケーションの関連に注意を促す。詳細はトピックスで紹
介。� （写真提供　小島美羽さん　文　高倉弘士）
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私
自
身
も
六
年
前
に
結
婚
し
、
自
分
が
育
っ
た
家
族
か
ら
離
れ
、
新
し
い
家
族
を
つ
く
り
ま
し
た
。
共
働
き
で
、
現
在
二
歳
と
ゼ

ロ
歳
の
娘
が
い
ま
す
。
娘
た
ち
を
保
育
園
に
送
る
ま
で
の
朝
と
、
お
迎
え
に
行
っ
て
寝
か
せ
る
ま
で
の
夕
方
は
、
毎
日
分
刻
み
の
行

動
で
、
自
分
の
時
間
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
娘
が
生
ま
れ
て
以
降
、
休
日
で
も
朝
七
時
ま
で
に
は
起
こ
さ
れ
ま
す
し
、
家
事
や

育
児
の
分
担
で
夫
と
け
ん
か
す
る
こ
と
も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
で
す
。
独
身
生
活
を
謳お
う
か歌
す
る
友
人
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
見
て
は
、
い
つ
も
「
い

い
な
〜
！
」
と
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
子
育
て
は
と
て
も
た
の
し
く
、
夫
婦
で
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
見
守
り
、
た
あ
い
の
な
い
話
を
で
き
る
こ
と
に
、
し

あ
わ
せ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
た
い
へ
ん
さ
よ
り
し
あ
わ
せ
が
上
回
る
の
は
、
助
け
て
！　

と
言
え
る
じ
ぃ
じ
、
ば
ぁ
ば
や
、
娘
た
ち

が
毎
日
楽
し
く
通
っ
て
く
れ
る
保
育
園
が
あ
る
か
ら
で
す
。
相
談
で
き
、
支
え
て
く
れ
る
人
が
ま
わ
り
に
い
な
け
れ
ば
、
し
あ
わ
せ

よ
り
た
い
へ
ん
さ
が
上
回
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
私
に
と
っ
て
“
家
族
”
は
、
自
分
が
生

き
て
い
く
う
え
で
の
負
担
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

“
家
族
”
を
つ
く
る
こ
と
は
、「
自
分
が
自
分
の
人
生
を
し
あ
わ
せ
に
生
き
た
い
」
と
思
っ
た
と
き
の
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
選
択
肢

で
す
。
経
済
的
な
保
障
や
老
後
の
介
護
の
た
め
に
結
婚
す
る
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
本
来
、“
家
族
”
は
一
緒
に
な
り
た
い
、
大

特 集
家
族
責
任
に
す
り
か
え
る
な
─
─
そ
し
て
家
族
と
は
な
に
か
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切
に
し
た
い
と
思
え
る
人
と
つ
く
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
大
切
な
存
在
だ
か
ら
何
か
あ
っ
た
と
き
に
は
助
け
て
あ
げ
た
い
、
自
分

が
介
護
を
し
て
あ
げ
た
い
、
と
思
う
こ
と
は
自
然
で
す
が
、「
助
け
合
う
」
こ
と
が
家
族
の
義
務
に
な
る
こ
と
に
は
、
違
和
感
が
あ

り
ま
す
。

家
族
は
大
切
な
存
在
だ
か
ら
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
自
民
党
の
改
憲
案
は
、
い
っ
け
ん
「
そ
う
だ
よ
ね
」
と
納

得
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、「
助
け
合
う
」こ
と
が
家
族
の
負
担
に
な
っ
た
り
、あ
る
べ
き
家
族
の
か
た
ち
が
変
わ
っ

て
い
く
こ
と
は
、
本
末
転
倒
で
す
。
そ
し
て
い
ち
ば
ん
の
問
題
は
、
自
民
党
が
言
う
助
け
合
い
の
背
景
に
、
本
来
国
が
保
障
す
べ
き

社
会
保
障
を
家
族
に
す
り
か
え
る
意
図
が
あ
る
こ
と
で
す
。

総
合
社
会
福
祉
研
究
所
で
は
、
毎
年
、
姫
路
市
の
家
島
で
二
日
間
に
わ
た
っ
て
理
事
会
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
今
年
の
理
事
会

で
、
改
憲
し
よ
う
と
た
く
ら
ん
で
い
る
家
族
の
問
題
を
重
視
し
よ
う
、
と
論
議
さ
れ
ま
し
た
。
今
号
の
特
集
企
画
は
、
そ
の
一
環
で

す
。
本
誌
に
登
場
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
々
に
“
家
族
”
に
つ
い
て
う
か
が
い
、
ま
た
、
社
会
福
祉
現
場
で
の
家
族
支
援
、
家
族

の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
座
談
会
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。“
海
外
か
ら
み
た
日
本
の
家
族
”
に
つ
い
て
、
外
国
に
ル
ー
ツ
の
あ
る
方

に
も
ご
登
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。

憲
法
一
三
条
に
は
、「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ

い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。

ま
ず
は
、
個
人
が
し
あ
わ
せ
に
生
き
る
権
利
が
い
ち
ば
ん
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
で
、
個
人
が
“
家
族
”

を
つ
く
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、国
が
家
族
を
尊
重
し
、「
助
け
」
な
け
れ
ば
い
け
な
い
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
、国
が
家
族
に
「
助

け
合
い
」
を
強
制
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

（
編
集
主
任　

申　

佳
弥
）
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「家族のあり方」を考える
【外国の目から見たニッポンの家族】
　

コラムニスト　サンドラ・へフェリンさん　

日
本
に
住
ん
で
約
二
〇
年
で
す
が
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
「
ニ
ッ
ポ
ン
と
外
国
の
ち
が
い
」
を
発
見
す
る

の
が
好
き
で
す
。
母
が
日
本
人
で
父
が
ド
イ
ツ
人
と
い
う
自
分
の
立
場
上
、
ま
さ
に
日
本
と
外
国
の
「
狭は
ざ
ま間

」

に
い
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
と
観
察
を
し
た
り
比
べ
て
み
た
り
、
自
分
な
り
の
“
発
見
”
を
し
て
は
あ
れ
こ
れ
考

え
る
の
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
、
最
近
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
日
本
と

欧
米
文
化
圏
の
「
家
族
の
あ
り
方
」
の
ち
が
い
で
す
。

ニ
ッ
ポ
ン
の
「
家
」
と
い
う
考
え
方

ド
イ
ツ
を
ふ
く
む
欧
州
で
は
、
か
ね
て
よ
り
自
国
は
も
ち
ろ
ん
、
外
国
か
ら
も
養
子
を
も
ら
う
家
庭
が
め
ず

ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
で
は
家
族
と
い
う
と
「
家
」
と
「
血
」
に
こ
だ
わ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
た
と

え
ば
親
が
「
孫
の
顔
が
見
た
い｣

と
言
う
場
合
、
そ
れ
は
「
血
の
つ
な
が
っ
た
孫
の
顔
が
見
た
い
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
そ
れ
自
体
は
否
定
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
一
方
で
、「
家
」

に
こ
だ
わ
る
考
え
方
が
よ
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

日
本
で
は
両
親
の
離
婚
後
、
子
ど
も
が
一
方
の
親
と
会
え
な
く
な
る
こ
と
が
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の

社
会
で
「
子
ど
も
」
は
夫
婦
が
結
婚
し
て
い
る
あ
い
だ
こ
そ
「『
父
と
母
』、
そ
し
て
『
両
家
』
の
も
の
」
だ
と

と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
離
婚
を
し
て
母
親
が
親
権
を
持
っ
た
と
た
ん
に
、「
子
ど
も
が
『
母
』
の
も
の
、『
母

の
家
』
の
も
の
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
「
離
婚
し
た
の
だ
か
ら
、
父
親
と
は

成
人
ま
で
は
会
え
な
く
て
も
仕
方
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
声
を
よ
く
耳
に
す
る
の
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、「
離

婚
の
際
に
は
も
う
一
つ
の
『
家
』
と
は
縁
が
切
れ
る
の
は
あ
た
り
ま
え
」
と
い
う
前
提
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
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し
ょ
う
か
。

ド
イ
ツ
を
ふ
く
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、「
子
ど
も
」
は
父
親
と
母
親
の
二
人
か
ら
生
ま
れ
た
個
人
だ
と

い
う
共
通
認
識
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
離
婚
後
の
親
は
「
共
同
親
権
」
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、

離
婚
後
も
両
方
の
親
が
子
ど
も
と
頻
繁
に
交
流
を
し
ま
す
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
虐
待
を
す
る
親
に
関
し
て
は
親
権
が
剥は
く
だ
つ奪

さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日

本
で
は
「
血
筋
」
や
「
家
」
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
る
あ
ま
り
、「
や
っ
ぱ
り
子
ど
も
は
（
血
の
つ
な
が
っ
た
）
親
と

一
緒
に
い
る
の
が
一
番
」
と
い
う
考
え
の
も
と
、
い
っ
た
ん
は
保
護
し
た
子
ど
も
を
虐
待
す
る
親
の
と
こ
ろ
に

戻
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
問
題
も
起
き
て
い
ま
す
。「
同
性
婚
」
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
で
は
二
〇
一
七
年
一

〇
月
一
日
に
同
性
婚
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
日
本
で
は
同
性
婚
に
反
対
す
る
声
も
根
強
く
、
こ
れ
は
「
家
制

度
」
を
重
ん
じ
て
い
る
人
が
ま
だ
ま
だ
多
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
の
漫
画
は
好
き
だ
け
れ
ど
…
…

私
は
、長
谷
川
町
子
さ
ん
の
漫
画
「
サ
ザ
エ
さ
ん｣

が
好
き
で
す
。
漫
画
本
を
読
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、

日
曜
の
夜
は
家
で
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
を
見
て
い
る
と
な
ん
だ
か
ホ
ッ
と
し
ま
す
。
画
面
越
し
に
伝
わ
っ
て
く
る

あ
の
「
昭
和
」
の
雰
囲
気
が
過
去
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
こ
そ
、
あ
る
種
の
な
つ
か
し
さ
も
手

伝
っ
て
ほ
の
ぼ
の
と
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
政
治
家
に
「
サ
ザ
エ
さ
ん
型
」
を
理
想
に
い
ろ
ん
な
政
策
を
練
っ
て
も
ら
っ
て
は
困
り
ま
す
。
今

の
時
代
、
三
世
代
同
居
は
減
っ
て
き
て
い
て
、
そ
れ
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府

サンドラ・へフェリン
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