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　岩手県陸前高田市広田湾沿いの県道38号線の両替水産物処理場（津波で被災）付近から、
小
おともうら

友浦方向を撮影しました。湾内のがれき処理が、暑い日差しの中で懸命に行われています。
　避難所が閉鎖され、被災者は応急仮設住宅に移っています。事態の緊急性から、自治体独自
の判断で地元の資材と事業者で造った木造一戸建や、コミュニティケア型でサポートセンター
を設置した応急仮設住宅。あるいは、用地確保がむずかしく、被災地から遠く離れ、日常生活
も困難な場所に開設したプレハブ型仮設住宅。８月半ばに伺いました。

被
災
地
か
ら
の
発
信
（
Ⅱ
）

憲
法
こ
そ
、
復
旧
の
基
軸

─
─
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・
11
か
ら
半
年
経
っ
た
け
れ
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─



　岩手県遠野市穀
こくちょう

町の「縁
えにし

がつなぐ仮設住宅『希望の郷・絆』」。遠野市は、早々に地縁・血縁
を頼って避難してきた約500名の面談を行い、要望を聞き、地元の唐松を使用して地元事業者
による仮設住宅建設を決断。東京大学高齢社会総合研究機構等の提案を受け、被災者の要望も
盛り込み、コミュニティケア型の木造仮設住宅を開設。人の気配が感じられ、地域とのネット
ワークを大切にし、避難者の生活と地域とを結ぶサポートセンターも設置しています。



　

陸
前
高
田
市
は
、
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
「
モ
ビ
リ
ア
」
を
応
急
仮
設
住
宅
に
切
り
替
え
ま
し
た
。
グ
ラ

ビ
ア
一
ペ
ー
ジ
目
の
写
真
の
右
（
山
側
）
に
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
が
あ
り
ま
す
。
場
所
の
特
性
か
ら
、
普

段
な
ら
テ
ン
ト
を
張
る
場
所
に
仮
設
住
宅
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
す
べ
て
一
戸
建
て
で
、
駐
車
場
が
各
戸

に
あ
り
ま
す
。
市
街
地
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
の
で
、車
は
必
需
品
。
大
型
ス
ー
パ
ー
の
出
張
所
が
、キ
ャ

ン
プ
場
の
施
設
を
利
用
し
て
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
元
産
の
農
産
物
等
も
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。



　

　岩手県宮古市の市街地から十数キロ山間に入った宮古市茂
もい ち

市仮設団地60戸。2003年に閉校
した茂市中学校が生涯学習センター・出張図書館になっています。このグラウンドとテニス
コートに仮設住宅が、宮古市でいち早く設置されました。近くにスーパーマーケットもなく、
職域からも離れているため、空室が目立ちます。多くの応急仮設住宅は、室内はバリアフリー
仕様もありますが、敷地は砂利が敷かれていて、高齢者や介護の必要な方々が生活するには困
難があります。応急仮設住宅の基準や設置、設置場所の考え方、予算、生活保障などさまざま
な課題が浮きぼりになっています。
� （写真・文　下野祇園／本誌35ページに補足説明があります）
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子どもたちに笑顔を
──ホスピタル・クラウンの活動

●　大
おおむね

棟　耕
こうすけ

介さん

病
院
に
お
い
て
最
優
先
す
べ
き
は
、
病
気
の
治
療
で
す
。

そ
ん
な
場
で
私
は
ク
ラ
ウ
ン
（
道
化
師
）
を
し
て
い
ま
す
。

日
々
の
医
療
活
動
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
私
た
ち
は
、
ほ
ん
の
少
し
「
外
の
風
」
を
持
ち
込
め

る
存
在
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

病
院
と
い
う
大
人
の
社
会
に
お
い
て
、
治
療
に
専
念
す
る
子
ど
も
は
子
ど
も
ら
し
く
振
る
舞
う
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ク
ラ
ウ
ン
と
接
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
社
会
性
・
能
動

性
・
創
造
性
を
取
り
戻
し
て
い
く
き
っ
か
け
を
作
れ
た
ら
、
ク
ラ
ウ
ン
冥み

ょ
う
り利

に
尽
き
ま
す
。
こ
の
活
動
は
、

医
学
的
に
病
気
を
治
し
た
り
、
治
癒
の
お
手
伝
い
に
な
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
ん
の
少

し
だ
け
で
す
が
、
病
院
に
い
る
こ
と
、
病
気
の
こ
と
、
痛
み
の
こ
と
を
忘
れ
て
も
ら
い
、
ほ
ん
の
少
し
笑
っ

て
も
ら
え
れ
ば
い
い
の
で
す
。

実
際
に
は
、
た
だ
単
に
ベ
ッ
ド
脇
で
マ
ジ
ッ
ク
を
し
た
り
、
風
船
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
り
す
る
わ
け
で

は
な
く
、
定
期
的
な
訪
問
の
中
で
信
頼
関
係
を
築
き
、
ク
ラ
ウ
ン
特
有
の
、
脇
役
に
な
り
相
手
を
主
役
に

す
る
力
で
子
ど
も
の
創
造
性
を
膨
ら
ま
せ
、
子
ど
も
を
下
か
ら
持
ち
上
げ
て
い
き
ま
す
。
ク
ラ
ウ
ン
が
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し
て
拍
手
を
も
ら
う
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し
て
、
ク
ラ
ウ
ン

が
拍
手
す
る
よ
う
な
駆
け
引
き
を
し
ま
す
。
そ
の
ほ
う
が
、
子
ど
も
が
主
体
的
に
行
動
を
取
れ
る
し
、
自

信
を
つ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
子
ど
も
は
病
気
を
治
す
こ
と
に
集
中
す
る
た
め「
良
い
子
」に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
わ
ざ
と
一
緒
に
な
っ
て
、
い
た
ず
ら
を
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
も
ち
ろ
ん
病
院
と
の
信
頼
関
係
の
中
で
行
わ
れ
ま
す
。
当
然
、
個

人
の
性
格
や
趣
味
を
読
み
取
り
な
が
ら
行
う
の
で
、
高
度
な
専
門
性
を
必
要
と
し
ま
す
。
相
手
を
読
み
取

る
ア
ン
テ
ナ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
に
合
わ
せ
る
ひ
き
だ
し
の
数
が
必
要
で
す
。

NPO法人
日本ホスピタル・クラウン協会　理事長
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おおむね　こうすけ
1992年、名古屋鉄道株式会社入社。1994年、クラウン養成講座
を受講し、クラウンを始め、翌年クラウンファミリー『プレ
ジャーＢ』を結成。1998年、名古屋鉄道株式会社退社後、㈲プ
レジャー企画を設立し、代表取締役に就任する。2004年よりホ
スピタル・クラウンの活動を始め、2006年、ＮＰＯ法人ホスピ
タル・クラウン協会の理事長に就任。クラウンの養成をはじめ、
企業、医療団体、教育機関などで講演を行い、笑いの力を伝え
ている。

し
か
し
、
そ
の
効
果
は
絶
大
で
す
。
子
ど
も
の
口
数
が
増
え
、
声
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
ク
ラ
ウ
ン
が

子
ど
も
に
近
づ
く
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
が
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
上
が
り
、
ベ
ッ
ド
を
降
り
て
、
彼
ら
か
ら

近
づ
い
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
言
葉
の
一
つ
一
つ
に
、
子
ど
も
ら
し
い
創
造
性
や
能
動
性
が
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
病
室
に
入
る
私
た
ち
を
驚
か
せ
よ
う
と
、
ベ
ッ
ド
下
に
隠
れ
て
い
て
、
飛
び

出
し
て
く
る
子
ど
も
も
い
ま
す
。
病
室
内
で
動
き
が
少
な
い
こ
と
に
よ
り
、
緊
張
し
て
い
る
彼
ら
の
筋
肉

が
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
弛し

か
ん緩

状
態
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
、
そ
ば
に
い
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

病
院
側
の
反
応
も
き
わ
め
て
好
意
的
で
あ
り
、
こ
の
活
動
の
継
続
を
望
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
そ
の
専
門
性
と
ス
キ
ル
の
高
さ
に
よ
っ
て
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
子
ど
も
た
ち
の
様
子
が
変

わ
っ
て
い
く
か
ら
で
す
。

ま
た
、
保
護
者
の
反
応
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。「
入
院
以
来
、
初
め
て
子

ど
も
が
笑
っ
た
。」「
自
分
の
子
ど
も
が
笑
う
と
い
う
こ
と
を
、
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
。」「
失
語
症
の
子

ど
も
か
ら
、
声
が
出
た
。」
さ
ま
ざ
ま
な
子
ど
も
の
好
転
反
応
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
当
人
の
子
ど
も
よ

り
も
む
し
ろ
、
保
護
者
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま

す
。子

ど
も
が
笑
う
と
大
人
が
笑
い
ま
す
。
大
人
が
笑
う
と
子
ど
も
が
笑
い
ま
す
。
お
医
者
さ
ま
が
笑
え
ば
、

親
も
子
ど
も
も
笑
い
ま
す
。
笑
い
は
伝で

ん
ぱ播

し
て
い
き
ま
す
。

現
在
、
活
動
は
北
海
道
か
ら
鹿
児
島
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
す
。
海
外
で
の
活
動
も
定
期
的
に
続
い
て
い

ま
す
。
そ
し
て
東
北
の
被
災
地
で
も
。

ク
ラ
ウ
ン
の
嗅
覚
で
、
求
め
ら
れ
る
世
界
を
感
じ
、
今
後
も
活
動
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。



三
月
一
一
日
か
ら
半
年
が
経
ち
ま
し
た
。
被
災
地
の
復
旧
の
考
え
方
、
原
則
を
し
っ
か
り
と
持
た

な
け
れ
ば
、
と
掲
載
要
望
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、『
人
間
の
復
興
か
、
資
本
の
論
理
か　

3
・
11
後
の
日
本
』（
自
治
体
研
究
社
）
を
執
筆
し
た
石
川
康
宏
さ
ん
（
神
戸
女
学
院
大
学
教
授
・
総

合
社
会
福
祉
研
究
所
理
事
）
に
登
場
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

七
月
か
ら
八
月
に
か
け
、
第
二
次
の
被
災
地
取
材
を
行
い
ま
し
た
。
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事

故
の
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
福
島
県
い
わ
き
市
で
は
、
学
童
保
育
と
保
育
所
を
取
材
し
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち
へ
の
放
射
線
の
影
響
を
少
し
で
も
減
ら
そ
う
と
、
除
染
活
動
に
保
護
者
と
一
緒
に

取
り
組
み
、
学
習
会
等
を
進
め
な
が
ら
公
的
保
育
制
度
を
守
り
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
現
地
の
保

育
・
学
童
保
育
関
係
者
。
地
域
や
家
庭
、
子
ど
も
た
ち
の
社
会
に
も
原
発
企
業
免
罪
の
論
理
が
入
り

込
み
、
家
庭
不
和
や
い
じ
め
等
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
。
被
災
し
生
活
問
題
を
抱
え
た
福
祉
労
働
者

自
身
が
、
同
時
に
被
災
者
の
困
難
な
生
活
問
題
に
向
き
合
う
姿
が
あ
り
ま
す
。

岩
手
県
の
応
急
仮
設
住
宅
は
、
八
月
一
一
日
に
目
標
の
一
万
三
九
八
三
戸
が
完
成
し
ま
し
た
。
し

か
し
入
居
率
は
七
三
％
。
避
難
者
や
住
民
に
向
き
合
う
自
治
体
の
姿
勢
が
仮
設
住
宅
に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
ま
す
。
近
隣
と
し
て
避
難
者
を
放
置
で
き
な
い
と
立
ち
上
が
り
、
独
自
の
判
断
で
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
と
木
の
ぬ
く
も
り
と
地
元
産
業
に
根
ざ
し
た
一
戸
建
て
や
、
気
配
を
感
じ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ

ア
型
木
造
仮
設
住
宅
を
開
設
し
た
自
治
体
。
大
手
プ
レ
ハ
ブ
会
社
に
依
拠
し
、
空
室
の
目
立
つ
仮
設

住
宅
。
医
療
崩
壊
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
震
災
に
、「
仮
設
住
宅
に
診
療
所
機
能
を
」
と
現
実
と
の
乖か
い

離り

を
放
置
し
て
指
針
を
出
す
厚
労
省
の
無
策
の
姿
も
そ
こ
に
は
あ
り
ま
し
た
。	

（
編
集
主
幹
）

憲
法
こ
そ
、
復
旧
の
基
軸

　
　

─
─
被
災
地
か
ら
の
発
信
（
Ⅱ
）

特集
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「
復
興
の
基
本
方
針
」
は
出
た
け
れ
ど

七
月
二
九
日
、
政
府
の
復
興
対
策
本
部
が
「
復
興
の
基
本

方
針
」
を
発
表
し
ま
し
た
。
被
災
地
の
み
な
さ
ん
に
も
、
全

国
の
市
民
に
と
っ
て
も
大
い
に
期
待
を
か
け
た
い
と
こ
ろ
で

す
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
〈
被
災
者
の
生

活
再
建
を
め
ざ
す
〉
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
機
会
に

〈
大
企
業
に
都
合
の
よ
い
東
北
と
日
本
を
め
ざ
す
〉
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
基
本
に
す
え
ら
れ
て
い
る
の
は「
大
企
業
が
潤
え
ば
、

い
ま
に
国
民
も
潤
う
」
と
い
う
「
構
造
改
革
」
の
考
え
方
で

す
。「
構
造
改
革
」
の
も
と
で
、
国
民
生
活
は
ど
ん
ど
ん
貧

し
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
考
え
方
の
誤
り
は
明
ら
か

で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
度
は
「
大
企
業
が
潤
え

ば
、
い
つ
か
被
災
者
も
潤
う
」
を
付
け
加
え
よ
う
と
い
う
わ

け
で
す
。

「
方
針
」
の
具
体
的
な
内
容
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

大
企
業
の
も
う
け
の
た
め
の
「
復
興
特
区
」

ま
ず
、
全
国
に
は
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
例
が
ゆ
る
さ
れ

る
地
域
を
つ
く
ろ
う
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
考
え
方
自
体

◉インタビュー

復興の方針の根底にある
「資本の論理」を
しっかり見抜いて

石
いしかわ

川　康
やすひろ

宏さん（神戸女学院大学教授）


