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● 縁
えん

と縁
ゆかり

の道をゆく［豊頃─むかわ編］
● 千年の時を経てつづく 相馬野馬追を訪ねて
● 交流会のご報告
● 住宅の確保にお困りのみなさんへ

● 寄稿「１ページのたより」
● 北海道における被災避難者の受入状況
● 編集後記
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［
豊
頃
ー
む
か
わ
編
］

今
回
は
、
相
馬
野
馬
追
を
訪
ね
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
二
宮
尊
徳
の
「
報
徳
仕
法
」

で
つ
な
が
る
豊
頃
町
と
む
か
わ
町
の
「
報
徳

館
」
へ
行
き
ま
し
た
。

薪
を
背
負
っ
て
本
を
読
む
銅
像
で
知
ら
れ

る
「
二
宮
尊
徳
（
金
次
郎
）」。
彼
は
江
戸
時

代
に
飢
饉
や
災
害
で
荒
廃
し
た
農
村
を
立
て

直
す
た
め
、「
報
徳
仕
法
」
と
い
う
再
建
策

を
各
地
で
実
践
し
た
人
物
で
す
。
そ
の
功

績
を
聞
き
入
門
し
た
の
が
、
度
重
な
る
凶

作
で
窮
乏
し
て
い
た
相
馬
中
村
藩
の
藩
士　

富と
み
た
こ
う

田
高
慶け
い
で
す
。
高
慶
は
尊
徳
の
一
番
弟
子

と
な
り
藩
の
立
て
直
し
に
成
功
。
戊
辰
戦
争

を
経
て
明
治
維
新
で
情
勢
が
変
わ
る
中
、
二

宮
家
を
支
え
、「
報
徳
（
尊
徳
の
お
し
え
）」
の

継
承
に
尽
く
し
ま
し
た
。

江
戸
か
ら
明
治
に
な
り
廃
藩
置
県
が
行
わ

れ
、
新
政
府
が
資
本
主
義
育
成
や
機
械
制
工

業
を
重
視
す
る
傍
ら
で
、
農
民
は
新
し
い
経

済
的
変
化
で
土
地
を
失
う
な
ど
生
活
が
困
窮

し
て
い
き
ま
し
た
。「
農
民
救
済
の
た
め
新

し
い
自
立
し
た
農
村
を
つ
く
ら
な
く
て
は

…
」
そ
う
考
え
た
尊
徳
の
孫
・
二
宮
尊
親
は
、

富
田
高
慶
と
と
も
に
明
治
10
年
「
興
復
社
」

を
立
ち
上
げ
、
明
治
30
年
に
相
馬
地
方
の
農

民
を
率
い
て
十
勝
平
野
の
開
拓
に
挑
み
ま
し

た
。
豊
か
な
田
園
が
広
が
る
豊
頃
を
拓
い
た

人
々
は
、
相
馬
地
方
か
ら
や
っ
て
き
た
の
で

す
。「
報
徳
」
は
今
も
豊
頃
で
大
切
に
さ
れ
、

学
校
教
育
に
も
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
も
う
１
か
所
、「
報
徳
」
が
伝
わ

る
の
が
む
か
わ
町
で
す
。む
か
わ
町
に
は「
二

宮
」
と
い
う
集
落
が
あ
り
、
旧
む
か
わ
町
二

宮
小
学
校
を
利
用
し
た
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

「
報
徳
館
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
も
、
相
馬
地
方
ゆ
か
り
の
地
か
な
？

と
、
調
べ
て
み
る
と
そ
う
で
は
な
く
、〈
昭

和
の
初
め
に
二
宮
尊
徳
精
神
を
信
奉
す
る
深

瀬
広
治
が
仁に
た
つ
な
い

立
内
小
学
校
校
長
と
し
て
着
任

し
、
そ
の
精
神
を
子
ど
も
達
に
献
身
的
に
指

導
し
た
こ
と
か
ら
地
域
の
人
た
ち
も
感
化
さ

れ
広
ま
っ
た
〉
と
の
こ
と
。「
報
徳
仕
法
」

の
実
践
は
、
そ
れ
ま
で
入
植
者
た
ち
が
苦
し

ん
だ
泥
炭
地
の
開
墾
を
成
功
に
導
き
、
昭
和

15
年
に
は
「
二
宮
報
徳
社
」
を
設
立
、
昭
和

18
年
の
改
正
で
、「
仁に
た
つ
な
い

立
内
」
と
い
う
地
名

は
「
二
宮
」
に
な
り
ま
し
た
。

二
宮
尊
徳
の
教
え
を
学
び
そ
の
継
承
に
尽

く
し
た
富
田
高
慶
、
祖
父
の
思
想
を
引
き
継

ぎ
豊
頃
を
拓
い
た
二
宮
尊
親
と
移
住
者
た

ち
、
ど
こ
で
学
ん
だ
の
か
は
わ
か
ら
な
い
け

れ
ど
尊
徳
精
神
を
仁
立
内
に
広
め
た
深
瀬
校

長
、
そ
し
て
、
今
も
そ
の
精
神
を
受
け
継
ご

う
と
し
て
い
る
各
地
の
人
々
。
時
代
と
場
所

を
超
え
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
「
報
徳
」

の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
く
な
っ
た
、
縁
と

縁
の
道
で
し
た
。

え
ん

ゆ
か
り 避

難
元
と

ゆ
か
り
の
あ
る
地
を

　 

ぶ
ら
っ
と
散
策

か
つ
て
豊
頃
町
二
宮
小
学
校
だ
っ
た
建
物
を
利
用
し
た
、「
豊

頃
町
二
宮
報
徳
館
」（
写
真
上
）。
入
口
に
は
「
報
徳
乃
里
」
と

刻
ま
れ
た
石
碑
が
あ
り
、
周
囲
に
は
豊
か
な
田
園
風
景
が
広
が

る（
写
真
下
）。
報
徳
館
の
見
学
は
事
前
の
問
い
合
わ
せ
が
必
要
。

住
所
：
豊
頃
町
二
宮
２
４
６
０　

問
合
せ
：
豊
頃
町
教
育
委
員
会 
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生涯学習センター「報徳館」入口にある二宮
金次郎の銅像と「報徳訓」が刻まれた石碑。
現在「報徳館」はコロナの影響で休館してお
り、中の様子を見ることはできませんでした。

右
：
「
移
住
承
諾
の
書
面
」
相
馬
郡
大
野
村
の
森
孝
蔵
氏
と
興

復
社
長
二
宮
尊
親
が
明
治
32
年
３
月
17
日
に
交
わ
し
た
書
面
。

左
：
「
北
海
道
興
復
社
移
住
民
」
明
治
30
年
、
尊
親
は
、
新
し

い
村
づ
く
り
と
農
民
独
立
の
た
め
、
相
馬
か
ら
徒
歩
と
列
車
で

青
森
へ
行
き
、
船
で
函
館
、
広
尾
を
経
由
し
豊
頃
の
大
津
港
へ

上
陸
。
ア
イ
ヌ
青
年
の
案
内
で
入
植
の
地
、
牛
首
別
（
う
し
し

ゅ
べ
つ
）
へ
。
そ
の
と
き
、興
復
社
一
行
は
こ
の
幟
（
の
ぼ
り
）

を
掲
げ
て
北
海
道
へ
渡
っ
た
。

集
落
で
見
つ
け
た
看
板
。「
報

徳
の
里
二
宮
」「
豊
か
で
住
み

良
い
緑
の
郷
土
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。ち
ょ
う
ど
稲
が
育
ち
、

緑
の
絨
毯
の
よ
う
で
し
た
。
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相
馬
野
馬
追
は
、
今
か
ら
千
年
以
上
も
む

か
し
に
相
馬
氏
の
遠
祖
と
さ
れ
る
平
た
い
ら
の
ま
さ
か
ど

将
門

が
、
下
総
国
相
馬
郡
小
金
ヶ
原
（
千
葉
県
北

西
部
）
に
野
馬
（
野
生
の
馬
）
を
放
し
、
敵

に
見
立
て
て
軍
事
訓
練
を
し
た
こ
と
が
は
じ

ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。１
３
２
３（
元

亨
３
）
年
、
六
代
目
当
主
・
相
馬
重し
げ
た
ね胤
が
相

馬
地
方
に
移
っ
て
か
ら
も
代
々
の
領
主
が
伝

承
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
時
代
の
中
で

変
遷
を
経
て
、
相
馬
地
方
の
平
和
と
安
寧
を

願
う
た
め
の
伝
統
行
事
と
な
り
、
１
９
７
８

（
昭
和
53
）
年
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
相
馬
野
馬
追
に
関
わ
る
の
は
旧
相
馬
中
村

藩
の
領
地
で
、
中
村
城
が
あ
っ
た
相
馬
市
、

南
相
馬
市
、
浪
江
町
、
双
葉
町
、
大
熊
町
、

飯
館
村
、
葛
尾
村
の
２
市
３
町
２
村
に
わ
た

り
ま
す
。
江
戸
時
代
、中
村
藩
の
領
地
は「
郷
」

と
い
う
７
つ
の
区
割
り
が
さ
れ
て
い
た
そ
う

で
す
が
、
今
の
野
馬
追
は
、
そ
れ
を
５
つ
に

分
け
、
郷
ご
と
に
騎
馬
隊
を
編
成
し
て
い
ま

す
。

　
２
０
１
１
年
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震

と
津
波
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
多
く

の
人
命
が
失
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
東
京

電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ

り
、
相
馬
市
を
除
く
全
自
治
体
に
避
難
指
示

が
出
さ
れ
、
現
在
も
立
ち
入
る
こ
と
さ
え

制
限
さ
れ
る
帰
還
困
難
区
域
の
ほ
と
ん
ど

が
、
こ
の
旧
領
地
内
に
あ
り
ま
す
。
発
災
当

時
、
開
催
を
危
ぶ
ま
れ
た
相
馬
野
馬
追
で
す

が
、
困
難
に
直
面
す
る
人
々
の
安
寧
を
願
う

た
め
、
神
事
の
み
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

２
０
１
２
年
に
は
ほ
ぼ
通
常
の
開
催
と
な

り
、
以
降
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
コ
ロ
ナ

禍
で
再
び
縮
小
。
今
年
、
３
年
ぶ
り
の
通
常

開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　
相
馬
野
馬
追
は
３
日
間
の
行
事
で
す
が
、

開
催
前
日
に
行
わ
れ
る
安
全
祈
願
祭
に
加

え
、
今
年
は
旧
相
馬
中
村
藩
主
相
馬
家
第
33

代
当
主
・
相
馬
和か

ず
た
ね胤
さ
ん
の
孫
・
相
馬
言と
し
た
ね胤

さ
ん
が
14
歳
と
な
り
、
元げ
ん
ぷ
く服

式※
が
行
わ
れ
る

特
別
な
年
で
し
た
。

　
相
馬
野
馬
追
と
い
え
ば
、
勇
ま
し
い
甲
か
っ
ち
ゅ
う冑

競け
い
ば馬
や
神し
ん
き
そ
う
だ
つ
せ
ん

旗
争
奪
戦
、
古
来
か
ら
続
く
野
馬

を
素
手
で
捕
ま
え
て
奉
納
す
る
「
野の
ま
か
け
馬
懸
」

が
有
名
で
す
が
、
相
馬
地
方
の
平
和
と
安
寧

を
祈
る
伝
統
行
事
で
あ
り
、
地
域
の
お
祭
り

で
も
あ
り
ま
す
。

　
１
日
目
は
、「
相
馬
中
村
神
社
（
相
馬
市
）、

相
馬
太
田
神
社
（
南
相
馬
市
原
町
区
）、
相
馬

小
高
神
社
（
南
相
馬
市
小
高
区
）
か
ら
神み
こ
し輿
が

出
発
す
る
「
お
繰
り
出
し
」
な
ど
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
２
日
目
は
、
５
つ
の
郷
か
ら
出
発

し
た
騎
馬
武
者
が
、
南
相
馬
市
原
町
区
の

雲ひ
ば
り
が
は
ら

雀
ヶ
原
祭
場
地
に
向
か
っ
て
い
く
「
お

行
列
」
に
は
じ
ま
り
ま
す
。
そ
の
数
は
約

３
５
０
騎
。
甲
冑
を
ま
と
い
老
若
男
女
が
平

然
と
馬
に
乗
っ
て
歩
く
姿
に
驚
く
ば
か
り
で

す
。「
こ
こ
は
日
本
一
の
乗
馬
人
口
で
は
？

甲
冑
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
も
こ
こ

だ
け
で
は
？
」
と
思
い
な
が
ら
、
こ
の
地
域

に
引
き
継
が
れ
て
き
た
も
の
の
深
さ
を
感
じ

ま
し
た
。

今
年
、
大
熊
町
か
ら
の
行
列
が
復
活

　
「
３
日
間
の
行
事
に
は
決
ま
っ
た
流
れ
が

あ
る
け
れ
ど
、そ
の
大
き
な
流
れ
と
は
別
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ち
の
小
さ
な
野
馬
追
が
あ
る

ん
で
す
」
そ
う
話
し
て
く
れ
た
の
は
、
南
相

馬
市
博
物
館
学
芸
員　
二
上
文
彦
さ
ん
。

　
「
ま
ち
の
人
た
ち
は
、
わ
ざ
わ
ざ
原
町
（
南

相
馬
市
）
の
雲
雀
ヶ
原
祭
場
地
ま
で
来
な
い
。

千
年
の
時
を
経
て
つ
づ
く 

相
馬
野
馬
追
を
訪
ね
て

※ 元服式は武士の時代に行われた成人の儀式。
   12 歳から 16 歳くらいの間におこなわれました。

7 月 22 日、相馬中村神社では、相馬言胤さんの元服式の
あと安全祈願祭が行われた。中央に座るのが言胤さん。

お行列／７月 24 日、南相馬市の雲雀ヶ原祭場地に向けて約
350 騎の騎馬武者と徒歩武者（かちむしゃ）が町中を練り歩いた。

甲冑競馬／鎧姿で旗
はたさしもの

指物を背負った騎馬
武者達の競馬。旗を背負っての競馬は抵
抗力があるため普通の競馬よりも体勢が
難しい。旗を落とすと失格になる。

神旗争奪戦／花火の玉に詰めて打ち上げられた、青・赤・黄の神旗を鞭で絡め取る。神旗を掴
んだ者は高台にいる総大将のもとへと一気に坂を駆け上る。この坂を「羊腸の坂」と呼ぶ。
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地
元
で
『
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
』
と
騎
馬
武

者
を
送
り
出
し
、
競
馬
や
争
奪
戦
を
終
え
て

帰
っ
て
く
る
の
を
『
お
か
え
り
な
さ
い
』
と

迎
え
る
。
そ
し
て
、
ま
ち
の
広
場
や
公
園
で

ミ
ニ
神
旗
争
奪
戦
を
し
た
り
、
子
ど
も
た
ち

を
馬
に
乗
せ
て
あ
げ
た
り
す
る
。そ
う
し
て
、

野
馬
追
が
自
分
た
ち
の
地
域
の
お
祭
り
だ
、

と
実
感
す
る
こ
と
が
、
す
ご
く
大
切
な
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
」

　
今
年
、
大
熊
町
で
は
、
発
災
か
ら
12
年
ぶ

り
に
騎
馬
武
者
行
列
が
復
活
し
ま
し
た
。
事

故
前
ま
で
町
の
中
心
だ
っ
た
大
野
駅
周
辺
の

「
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
」
は
、
今
年
６

月
30
日
に
避
難
指
示
が
解
除
に
な
っ
た
ば
か

り
。
復
活
し
た
行
列
は
、
山や
ま
あ
い間
の
新
し
い
町

か
ら
の
出
発
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
大
熊
町
の
中
で
も
比
較
的
線
量
が
低
く
、

２
０
１
９
年
に
避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
た
小

川
原
地
区
か
ら
大
熊
町
は
再
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
復
興
住
宅
や
役
場
、
郵
便
局
、
ス
ー

パ
ー
や
病
院
が
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
小
さ
な

町
で
す
。
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
、
騎
馬
武
者

が
出
発
し
、
帰
っ
て
き
て
か
ら
町
の
中
を
歩

い
た
。
１
キ
ロ
く
ら
い
の
往
復
だ
け
ど
騎
馬

武
者
の
表
情
が
本
当
に
優
し
く
て
、
住
民
が

手
を
振
っ
た
り
子
ど
も
た
ち
が
賑
や
か
な
声

を
あ
げ
る
と
「
お
ー
ー
！
」
っ
て
応
え
た
り

…
。
全
町
避
難
で
地
元
の
伝
統
行
事
も
お
祭

り
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
や
っ
と
子
ど
も
た

ち
は
親
か
ら
聞
い
て
い
た
自
分
た
ち
の
故
郷

を
実
感
で
き
る
。
み
ん
な
の
『
お
か
え
り
な

さ
い
！
』
と
い
う
声
が
、
騎
馬
武
者
だ
け　

じ
ゃ
な
く
野
馬
追
そ
の
も
の
に
言
っ
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
て
、
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り

ま
し
た
」

「
た
だ
、
つ
な
ぐ
こ
と
だ
け
を
考
え
る
」

　
相
馬
野
馬
追
の
総
大
将
は
代
々
相
馬
家
が

務
め
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
総
大
将
だ

っ
た
第
34
代
当
主　
相
馬
行み
ち
た
ね胤
さ
ん
（
写
真
）

は
、
今
年
、
長
男
・
言と
し
た
ね胤
さ
ん
に
総
大
将
を

引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
自
身
も
14
歳
で
受
け
継

い
だ
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
が
14
歳
に
な
っ
た

ら
引
き
継
ご
う
、と
決
め
て
い
た
そ
う
で
す
。

元
服
式
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
お
話
を
う
か
が

い
ま
し
た
。

─
千
年
も
つ
づ
く
伝
統
行
事
の
総
大
将
と
な

り
継
承
し
て
い
く
こ
と
は
、
と
て
も
大
変
な

こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
「
私
は
父
（
相
馬
和
胤
さ
ん
）
に
『
こ
れ
ま

で
誰
も
が
や
っ
て
き
た
こ
と
で
、
み
ん
な
が

頑
張
っ
て
努
力
し
て
千
年
に
な
っ
た
だ
け

だ
。何
も
難
し
い
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
く
、

た
だ
つ
な
ぐ
こ
と
だ
け
を
考
え
れ
ば
い
い
』

と
、
ず
っ
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
は
総

大
将
を
務
め
、
故
郷
の
こ
と
を
知
る
宝
物
の

よ
う
な
経
験
が
で
き
ま
し
た
。
今
日
、
代
替

わ
り
が
で
き
た
の
は
、
本
当
に
あ
り
が
た
い

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

─
２
０
１
１
年
、
発
災
か
ら
４
ヶ
月
後
、
賛

否
両
論
あ
る
中
で
の
開
催
は
、
騎
馬
武
者
行

列
と
神
事
だ
け
を
行
い
ま
し
た
。

　
「
相
馬
野
馬
追
は
地
域
の
安
寧
、
領
民
の

幸
せ
を
祈
る
行
事
で
す
。
そ
の
目
的
の
た
め

に
相
馬
家
と
し
て
執
行
す
べ
き
こ
と
を
す

る
。
た
く
さ
ん
の
方
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
ど

ん
な
困
難
な
時
で
も
継
承
し
て
い
く
こ
と

が
、
私
達
に
と
っ
て
と
て
も
大
事
な
こ
と
な

の
で
す
」

─
相
馬
市
、
南
相
馬
市
、
浪
江
町
、
双
葉
町
、

大
熊
町
、
飯
館
村
、
葛
尾
村
か
ら
避
難
し
、

北
海
道
に
暮
ら
し
て
い
る
方
々
へ
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

　
「
震
災
の
後
、
い
ろ
ん
な
思
い
で
各
地
で

生
活
を
さ
れ
て
、
十
年
も
た
て
ば
そ
こ
が
第

二
の
故
郷
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
こ
で
私
達
が
野
馬
追
を
つ
づ
け
る

こ
と
が
、
た
と
え
離
れ
て
い
て
も
心
の
支
え

に
な
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。
お
戻
り
に
な

り
た
い
時
は
、 

い
つ
で
も
見
に
き
て
く
だ
さ

い
。
そ
し
て
、
お
戻
り
に
な
ら
な
く
と
も
、

あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
祈
り
つ
づ
け
て
い

る
侍
が
、
こ
こ
に
は
大
勢
お
ら
れ
ま
す
。
こ

の
地
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
方
々
を
思

い
、
祈
る
こ
と
も
、
野
馬
追
と
と
も
に
引
き

継
い
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
お
話
を
聞
い
て
、
変
わ
ら
ず
に
、
ず
っ
と

あ
り
続
け
る
こ
と
の
優
し
さ
を
感
じ
ま
し

た
。

野馬掛／相馬小高神社で行われる古来の野馬追の形を残す、絵馬
奉納に通じる貴重な行事。
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　ご案内をお送りしてから、７名の
方から参加申し込みをいただいた
Instagram 交流会。会場は札幌市内
ですが、遠方からの参加希望もいただ
き、Zoom も利用しての開催となりま
した。
　この日は、まず、SNS や Instagram
の「仕組み」を理解するところからは
じまりました。講師の田中さん曰く「今
日の話が一番重要です！」。Instagram
に限らず Facebook など SNS で情報
が表示される順番がどうやって決めら
れていくのか、見てもらいたい人に見て
もらうためのポイント、集客につなげ
るためにやるべきこと、やらなくていい
こと…などなど、内容の濃い時間とな
りました。
　普段利用している SNS の仕組みを
聞いて「そういうことだったのか…」

「なるほど…」と、納得しながら話を
聞く場面もしばしば。そして参加者同
士、画面越しでも「はじめまして」と
知り合うきっかけになったり、「お久
しぶりです！」と、再会の言葉を交わ
せたのも嬉しい時間でした。
　この交流会は、9 月、10 月と続き、
教えていただいたことをもとに数ヶ月
実践し、年が明けて 1 月にまとめを
行います。参加したみなさん、さまざ
まな業種ですが、Instagram を活用
して仕事や活動につなげたい、という
思いは同じ。1 人でコツコツやり続け
るのは大変ですが、みてくれている人
がいる、一緒にやり続けている人がい
る、と思えると心強いもの。私も放置
していたアカウントがあるので、この
機会に一緒に頑張ってみようかな、と
思えました。　　　　　　　  （金榮）

交流会のご報告
第１回  集客のための Instagram 活用法 勉強交流会（全４回）

しながら

住宅の確保にお困りのみなさんへ

　高齢者、障がい者、子育て世帯、東日本大震災等の大規
模災害の被災者等、住宅の確保にお困りの方々のために、
「住宅セーフティネット制度」があります。

〈「住宅セーフティネット制度」とは〉
住宅確保要配慮者（※１）の民間賃貸住宅への入居・居住の支援と、
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住居（セーフティネット住宅）
の登録等を主とした制度です。
※１ 住宅確保要配慮者：低額所得者、被災者（発災後３年以内）、高齢者、障がい者、

子どもを養育している者、外国人、東日本大震災等の大規模災害の被災者（発
災後３年以上経過）といった、住宅の確保に配慮が必要な方

　
●「居住支援法人」について

居住支援法人とは、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円
滑に入居できるよう、都道府県の指定を受けて、以下の支
援を行う法人です。

・家賃債務保証の提供
・賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談
・見守りなどの生活支援
北海道の指定法人については、下記 HP にある「支援法人
一覧（北海道）」をご覧ください。

［HP アドレス］https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
 　　　　　  kn/ksd/safety-net_kaisei.html

制度についてのお問い合わせ先
北海道建設部住宅局建築指導課

［電話］011-204-5577
［HP アドレス］https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/safety-net_kaisei.html

●「セーフティネット住宅情報提供システム」について
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅（セーフティネッ
ト住宅）は下記 HP にて情報の検索・閲覧ができます。

［HPアドレス］ URL:http://www.safetynet-jutaku.jp

〈札幌市内で住宅をお探しまたは相談等したい方へ〉
札幌市居住支援協議会相談窓口「みな住まいる札幌」にご相談
ください。

［電話］011-210-6224　※事前予約制
［受付］ 10 時から 16 時（土日・祝日・年末年始除く）
［HP アドレス］https://s-kyoju.jp/



5　 ここから  これから　からから便り  vol.2　

寄　稿 １ページ の た よ り  
今
年
の
夏
は
聖
光
学
園
の
甲
子
園
ベ
ス

ト
４
と
い
う
活
躍
に
感
動
し
ま
し
た
。
仙

台
育
英
の
優
勝
に
も
涙
。
北
海
道
に
住
ん

で
10
年
以
上
経
ち
ま
し
た
が
、
心
は
今
も

福
島
に
あ
り
、
私
は
東
北
人
な
ん
だ
な
ぁ

と
思
い
ま
し
た
。

２
０
１
１
年
、
私
は
当
時
２
歳
の
息
子

と
、
福
島
か
ら
札
幌
へ
母
子
避
難
し
、
そ

の
後
２
０
１
６
年
に
小
学
２
年
生
に
な
っ

た
息
子
を
連
れ
て
、
函
館
市
の
隣
、
亀
田

郡
七
飯
町
の
馬
の
牧
場
内
に
あ
る
保
育
園

で
働
く
た
め
に
移
住
し
ま
し
た
。
自
然
の

中
で
こ
ど
も
を
育
て
る
森
の
よ
う
ち
え
ん

に
関
心
が
あ
り
、
森
の
よ
う
ち
え
ん
で
働

き
な
が
ら
、
息
子
を
放
課
後
そ
こ
で
過
ご

さ
せ
た
い
と
思
い
、意
を
決
し
て
の
移
住
。

敷
地
内
に
は
馬
、ヤ
ギ
、う
さ
ぎ
、羊
、鶏
、

森
や
畑
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
保
育
園
で
私
が
し
て
き
た
こ
と

は
、
畑
で
さ
つ
ま
芋
を
育
て
て
焼
き
芋
、

臼
と
杵
で
の
お
餅
つ
き
、
保
育
園
児
と
学

童
の
こ
ど
も
達
と
影
絵
人
形
劇
や
七
夕
の

ろ
う
そ
く
も
ら
い
、
保
護
者
を
集
め
て
手

作
り
料
理
が
並
ぶ
バ
イ
キ
ン
グ
形
式
の
懇

親
会
と
い
う
名
の
飲
み
会
（
笑
）。
ふ
と

気
が
つ
く
と
、
な
ぜ
か
い
つ
も
せ
っ
せ
と

み
ん
な
で
ご
は
ん
を
食
べ
る
機
会
を
準
備

し
て
き
た
私
。
小
さ
な
息
子
を
連
れ
て
、

心
細
く
も
生
活
す
る
中
で
、
札
幌
で
出

会
っ
た
人
達
が
、
私
達
親
子
に
し
て
く
れ

て
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
、
今
度
は
私
が
園

の
親
子
に
仕
事
を
通
じ
て
無
意
識
に
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
私
で
し
た
が
、
母
子
避
難
で
の

フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
、
家
事
と
育
児
。
自

分
の
こ
と
を
後
回
し
に
し
て
き
た
つ
け
が

ま
わ
り
、
３
年
前
に
ダ
ウ
ン
し
ま
し
た
。

保
育
士
の
資
格
取
得
が
で
き
た
矢
先
に
、

目
が
紫
外
線
に
弱
い
こ
と
が
わ
か
り
、
野

外
保
育
中
心
の
保
育
ス
タ
ッ
フ
を
あ
き
ら

め
、
給
食
や
お
や
つ
の
調
理
も
含
め
た
食

育
の
専
任
に
な
り
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

息
子
は
中
学
２
年
生
。
あ
の
時
守
ろ
う
と

し
た
息
子
は
今
…
「
う
っ
せ
ぇ
、
く
そ
ば

ば
ぁ
」
─
─
反
抗
期
真
っ
盛
り
で
す
。

震
災
当
時
、
目
に
見
え
な
い
す
べ
て
の

物
が
息
子
の
命
を
削
っ
て
い
く
よ
う
な
気

が
し
て
、
食
事
を
作
っ
て
い
る
け
れ
ど
も

作
っ
て
い
な
い
、
食
べ
て
い
る
の
に
食
べ

て
い
な
い
、
何
を
食
べ
て
い
い
か
も
わ
か

ら
な
い
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
札
幌
に
き

て
か
ら
も
幼
か
っ
た
息
子
の
食
の
防
衛

に
気
を
つ
け
る
あ
ま
り
、
時
に
疲
弊
し
、

ず
っ
と
食
の
中
で
戦
っ
て
い
た
よ
う
な

気
さ
え
し
ま
す
。
そ
ん
な
食
で
疲
れ
、
ひ

か
ら
び
か
け
て
い
た
私
が
今
、
保
育
園
で

こ
ど
も
達
と
お
い
し
い
喜
び
を
心
か
ら
わ

か
ち
あ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
管
理

棟
で
食
べ
た
、
心
が
あ
た
た
か
く
な
る
お

い
し
い
お
や
つ
や
ご
は
ん
、
焼
き
芋
、
シ

ア
タ
ー
ど
も
で
食
べ
た
手
料
理
や
年
末
の

お
餅
つ
き
、
友
達
と
山
や
公
園
や
畑
で
食

べ
た
お
弁
当
、
自
然
農
法
の
野
菜
や
卵
を

玄
関
先
ま
で
届
け
て
く
れ
た
友
人
達
、
私

達
親
子
に
食
べ
る
こ
と
を
通
じ
て
沢
山
の

人
が
元
気
を
分
け
て
く
れ
た
か
ら
で
す
。

コ
ロ
ナ
の
拡
大
以
降
は
、
園
で
私
が
大
切

に
し
た
か
っ
た
食
の
行
事
は
す
べ
て
中

止
。
家
で
過
ご
す
時
間
が
増
え
た
の
を
機

に
薬
膳
の
資
格
を
と
り
、
食
を
通
じ
て
の

元
気
と
い
う
こ
と
を
深
め
て
い
ま
す
。

会
い
た
い
人
が
い
て
、
行
き
た
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
行
く
と
な
ん
だ
か

元
気
に
な
る
、
そ
ん
な
場
所
が
ふ
る
さ
と

な
ら
、
私
達
親
子
に
は
福
島
も
札
幌
も
大

切
な
ふ
る
さ
と
で
す
。
終
わ
り
が
見
え
な

い
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
、
中
２
の
息
子
の

進
路
。
福
島
で
働
く
主
人
と
の
暮
ら
し
の

拠
点
問
題
や
、
義
父
や
母
の
健
康
、
今

も
不
安
は
尽
き
ま
せ
ん
。 

ふ
る
さ
と
を

胸
に
、 

わ
か
ら
な
い
未
来
の
こ
と
は
考
え

ず
、
目
の
前
の
こ
と
だ
け
を
た
だ
懸
命

に
。
今
日
も
、
保
育
園
の
こ
ど
も
達
と
反

抗
期
の
息
子
に
ご
は
ん
を
つ
く
り
ま
す
。

（
ペ
ン
ネ
ー
ム　
J
・
K
）

ご飯を食べられる幸せを感じて、毎日作ります

ご飯を食べる＝幸せ

う
っ
せ
ぇ

く
そ
ば
ば
ぁ
！

可
愛
か
っ
た

息
子
も
、

反
抗
期
…

あ・

・

・
の
年
か
ら
、
息
子
と
２
人

北
海
道
に
避
難
し
て
か
ら
…

ほ
ん
と
に
頑
張
っ
て
来
た
な

あ
…
…
。

自
然
い
っ
ぱ
い
の
保
育
園
…

息
子
と
芋
ほ
り
、
楽
し
か
っ

た
な
あ
～

そ
う
そ
う
、
震
災
当
時
の

一
番
辛
い
と
き
に
頂
い
た
、

ご
飯
や
お
や
つ
の
美
味
し

か
っ
た
こ
と
。

誰
が
そ
ん
な
に

た
べ
る
の
～
？

お
な
か

空
い
て
る
の
？

頑
張
り
す
ぎ
ち
ゃ
っ
た

く
ら
い
…
。

い
や
～ 

天
使
だ
っ
た
。

今
や 
ば
ば
ぁ

だ
も
ん
な
あ
…

い
や
ん
な
っ
ち
ゃ
う

人
の
心
と

温
か
い
も
の
が

身
に
染
み
た
わ
あ

わ
っ
！  （
汗
）

 

食
べ
放
題
よ
！

どっさり！

ま
あ
、

イ
ラ
イ
ラ

し
な
さ
ん
な



 

全国避難者情報システム「ふるさとネット」の
登録について
「からから便り」は「ふるさとネット」の登録情報をもとに発送して
います。「ふるさとネット」は北海道が運用する被災避難者サポー
ト登録制度です。この制度は自治体の転出入届とは連動しておら
ず、転居の場合は住所変更のご連絡をいただかなければ、郵送物
が「所在不明」として返送されてしまいます。転居、登録解除など、
「ふるさとネット」の登録内容に変更がある場合はご連絡ください。
────────────────────────
■連絡先	
① NPO法人	北海道NPOサポートセンター
②北海道総合政策部地域創生局地域政策課
　		電			話：011-206-6404
　		メール：shienhonbu@pref.hokkaido.lg.jp
③避難先市町村の担当窓口（市町村により部署が異なります）

北海道における被災避難者の受入状況　
［2022年８月１日現在］

※北海道のホームページでもご覧になることができます。

　今年 7月に相馬野馬追を訪ねたときの様子を、ページ数を
増やして掲載しました。雲雀ヶ原祭場地ではあまりの暑さと風
の無さに、汗を拭くのを諦めたほど。でも、北海道に避難され
ていた方との再会もでき、貴重な時間となりました。北海道か
らの住宅に関する情報は、道内に保証人となる身内がいなくて
お困りの方もおられることからご案内しています。朝晩は肌寒
さを感じるようになりました。体調を崩さないよう、ご自愛く
ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金榮）

からから便りVol.２			■ 2022 年９月10日発行
発行：NPO法人		北海道 NPOサポートセンター	
〒064-0808 札幌市中央区南 8条西２丁目5-74 市民活動プラザ星園 201
	電			話：011-200-0973　FAX：011-200-0974　メール：info@hnposc.net
委託元：北海道
※東日本大震災により北海道へ避難されている方で、情報紙の送付を希望される方は
　北海道NPOサポートセンターまでご一報下さい。

※	岩手県・宮城県では、昨年度、県外避難されている方々へアンケート調
査を実施しました。その結果を受け、避難者数として公表する数は「避
難元への帰還の意思を確認できた方」のみとするよう、復興庁からの通
達があり、今回の避難者受入数となりました。ただし、北海道からの情
報提供については、今後も引き続き、北海道のふるさとネットに登録し、
情報紙等を郵送しているみなさまに、お知らせを続けてまいります。

お預かりした個人情報は、避難者の生活支援のために利用するほか、出身県へ
の提供など限定した目的にのみ利用し、その他目的には一切利用いたしません。

【無断転載・コピー】
本紙掲載の写真・図版・記事などを許可なく無断で転載することを禁じます。
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根室振興局
釧路総合
振興局十勝総合

振興局

胆振総合振興局

渡島総合振興局檜山
振興局

後志総合
振興局

日高振興局

オホーツク
総合振興局

石狩振興局

空知総合
振興局

留萌
振興局

宗谷総合
振興局

上川総合
振興局

帯広市

函館市

札幌市 帯広市

函館市

札幌市

旭川市旭川市

釧路市釧路市
芽室市根室市

網走市網走市

稚内市稚内市

室蘭市室蘭市

留萌市留萌市

岩見沢市岩見沢市

浦河町浦河町

倶知安町倶知安町

江差町江差町
網走

根室

編 後集 記

単位：人
岩手県 宮城県 福島県 そのほか 合計

空知 8 市町村 0 0 28 0 28 

石狩

札幌市 14 14 314 105 447 
江別市 6 4 12 0 22 
恵庭市 0 0 20 0 20 

北広島市 0 0 13 0 13 
他３市町村 0 1 15 0 16 

後志
小樽市 0 4 15 9 28 

他４市町村 0 2 8 0 10 

胆振
苫小牧市 1 9 13 0 23 

他４市町村 0 0 17 0 17 
日高 ２市町村 0 0 3 5 8 

渡島
函館市 5 9 57 8 79 
北斗市 0 4 12 0 16 

１市町村 0 0 5 0 5 

上川
旭川市 9 8 40 9 66 

他６市町村 0 4 11 7 22 
宗谷 １市町村 1 0 0 0 1 

オホーツク
北見市 0 1 11 0 12 

他３市町村 0 2 7 0 9 

十勝
帯広市 4 3 10 3 20 

他１市町村 0 0 1 0 1 
釧路 ２市町村 0 0 3 0 3 
総計 46 市町村 ※　40 ※　65 615 146 866 

	


