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震災後のふれあいから生まれ
　　　　　　　　　しっかりと中越に根を張った「食」
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P2-5 特集
震災で生まれた食
中越地震をきっかけに生まれた各地の食を紹介

P7 シリーズ 防災教育の現場から 第 13 回　「防災教育スイッチ」リニューアル
P8 シリーズ４コマまんが、インフォメーション、施設のご案内、会員募集

P6
シリーズ 人
柏崎市 須田 貴子 さん

Chuetsu Organization for Safe and Secure Society.

―特集「震災で生まれた食」より―
被災した地域を応援してきた多くの支援者がふれあい、時に化学反応のように新しいものが生まれている。
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震
災
で

生
ま
れ
た
食

特
集

中
越
大
震
災
か
ら
一
三
年
。

未
曽
有
の
大
災
害
は
多
く
の
尊
い
命
を
奪
い
、
人
々
の
暮
ら
し
、
街
並
み
を
壊
し
た
。

一
方
、
大
震
災
は
多
く
の
教
訓
と
経
験
を
遺
し
、

人
々
は
励
ま
し
あ
い
、
互
い
に
声
を
か
け
あ
っ
て
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
。

地
域
が
再
び
蘇
る
と
き
、
地
域
を
支
え
て
き
た
人
々
と
と
も
に
、

被
災
し
た
地
域
を
応
援
し
て
き
た
多
く
の
支
援
者
が
ふ
れ
あ
い
、

時
に
化
学
反
応
の
よ
う
に
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
ふ
れ
あ
い
か
ら
生
ま
れ
、

し
っ
か
り
と
中
越
に
根
を
張
っ
た
「
食
」
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

「農家民宿おっこの木」の食事は集落のお母さんが担当する

取
材
・
文

　
　
　

小
千
谷
地
域　

お
ぢ
や
震
災
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
そ
な
え
館　

赤
塚
雅
之

　
　
　

山
古
志
地
域　

や
ま
こ
し
復
興
交
流
館
お
ら
た
る　

関
将
慶
・
川
上
沙
織

　
　
　

川
口
地
域　
　

川
口
き
ず
な
館　

中
村
充
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小
千
谷
市 

若
栃

農
家
民
宿 

お
っ
こ
の
木

　

中
越
大
震
災
が
村
を
変
え
た
。
こ
の
言
葉
が
こ
れ

ほ
ど
当
て
は
ま
る
集
落
は
他
に
ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
も
人
口
減
少
や
過
疎
化
と
い
う
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
要
素
を
摘
み
出
し
て
の
話
で
は
な
い
。
言

葉
遊
び
で
は
な
い
が
、
地
震
か
ら
の
復
興
過
程
で
手

に
入
れ
た
も
の
が
、
こ
の
村
に
暮
ら
す
人
の
心
持
ち

に
文
字
通
り
自
信
と
未
来
へ
の
希
望
を
植
え
つ
け
た

の
で
あ
る
。

　

農
家
民
宿
「
お
っ
こ
の
木
」
も
そ
の
舞
台
装
置
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
震
災
で
傾
き
か
け
た
集
落
随
一
の

古
民
家
を
改
修
し
、
有
志
の
メ
ン
バ
ー
で
民
宿
経
営

を
始
め
た
。
約
三
五
軒
一
〇
〇
人
強
が
暮
ら
す
小
さ

な
村
に
、
人
口
の
何
倍
も
の
宿
泊
者
が
一
年
で
訪
れ

る
。
施
設
を
き
れ
い
に
保
ち
、
村
で
採
れ
る
野
菜
な

ど
の
食
材
を
村
に
暮
ら
す
お
母
さ
ん
た
ち
が
味
付
け

す
る
。
昔
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
て
も
素
朴
で

あ
る
意
味
質
素
な
味
わ
い
。

　

宿
に
備
え
付
け
て
あ
る
感
想
ノ
ー
ト
に
は
「
親
戚

の
家
に
泊
ま
り
に
来
た
よ
う
な
感
覚
で
の
ん
び
り
過

ご
せ
た
」「
料
理
の
数
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
普
段
な

ら
食
べ
き
れ
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
け
ど
、
お
い
し
く
て

全
部
食
べ
切
っ
ち
ゃ
っ
た
自
分
に
び
っ
く
り
！
」
な

ど
民
宿
を
営
む
も
の
に
は
こ
れ
以
上
な
い
褒
め
言
葉

が
並
ぶ
。

　

そ
こ
に
あ
る
も
の
を
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
が
ほ
ん

の
少
し
だ
け
手
を
加
え
、
宿
泊
者
と
一
緒
に
分
ち
あ

う
。「
そ
ん
な
こ
と
し
か
で
き
な
い
」
と
こ
ぼ
す
村

の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
は
、
し
か
し
こ
の
や
り
方
で
今
ま

で
多
く
の
宿
泊
客
を
も
て
な
し
て
き
た
こ
と
へ
の
自

信
の
様
相
が
見
て
取
れ
る
。

　

一
軒
ま
た
一
軒
と
年
を
追
う
ご
と
に
減
っ
て
い
く

家
々
を
憂
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
未
来
を
語
る
こ
と

を
や
め
な
い
若
栃
で
、
村
人
と
自
慢
の
田
舎
料
理
を

囲
み
な
が
ら
過
ご
す
時
間
を
ぜ
ひ
味
わ
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。

夏の名物「茄子の揚げびたし」「ぜんまい煮」は一年を通して食卓に登場する

「野菜の天ぷら」は集落で採れる野菜を
できるだけシンプルに調理 利用者と住民が一緒に踊り交流を育む

「震災後、多くの人を受け入れている「おっこの木」

農
家
民
宿 

お
っ
こ
の
木

　
住
所 

新
潟
県
小
千
谷
市
真
人
町
戊
二
五
一
八

　
電
話 

〇
二
五
八 

―
八
六
―
七
九
九
八
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小
千
谷
市 

東
山

東
山
五
人
杵
搗
き
餅
保
存
会

　

中
越
地
震
の
前
と
後
。
そ
の
時
間
軸
の
中
か
ら
地

域
を
覗
い
て
み
た
時
に
、
他
の
被
災
地
同
様
大
き
な

変
化
を
経
験
し
た
東
山
。
今
ま
で
あ
っ
た
世
帯
数
が

半
減
す
る
と
い
う
激
し
い
人
口
の
減
少
を
経
た
中

で
、
東
山
の
未
来
を
担
う
人
材
の
育
成
に
一
役
買
っ

て
い
る
の
が
東
山
五
人
杵
搗
き
餅
保
存
会
で
あ
る
。

　

鯉
の
池
上
げ
、
正
月
、
子
供
の
誕
生
な
ど
、
か

つ
て
東
山
で
ハ
レ
の
舞
台
の
際
に
振
舞
わ
れ
て
い

た
「
縁
起
物
」
で
あ
る
五
人
杵
搗
き
餅
が
震
災
復
興

の
一
つ
の
取
組
み
と
し
て
復
活
し
て
早
九
年
。
臼
の

素
材
で
日
本
一
堅
い
木
と
し
て
名
高
い
オ
ノ
オ
レ
カ

ン
バ
は
苗
場
山
中
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
も
の
で
、
東

山
の
イ
ツ
ギ
を
む
き
肌
の
ま
ま
使
用
す
る
杵
、
地
区

の
棚
田
で
収
穫
さ
れ
た
コ
ガ
ネ
モ
チ
に
地
区
の
若
者

を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
搗
き
手
が
加
わ
り
、
文
字
通

り
東
山
の
餅
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
餅
が
臼
の
中
で
回
り
だ
す
独
特
の
手
法
で
５
人

の
搗
き
手
が
順
々
に
杵
を
お
ろ
し
、
最
後
に
全
員
で

杵
を
餅
に
ひ
ね
り
こ
ん
で
の
ば
す
餅
の
花
咲
か
せ
の

光
景
は
東
山
の
季
節
の
風
物
詩
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
搗
き
」
の
作
業
を
す
る
若
手
の
男
性
以
外
に
も
、

米
を
「
蒸
す
」、
餅
を
「
の
す
・
切
る
」「
袋
に
詰
め

る
」「
発
送
す
る
」
と
い
う
工
程
そ
れ
ぞ
れ
に
老
若

男
女
様
々
な
世
代
が
協
力
し
合
い
五
人
杵
搗
き
餅
は

つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

東
山
の
餅
が
、
非
常
に
コ
シ
が
強
く
滑
ら
か
な
触

感
に
仕
上
が
る
の
は
、
単
に
返
し
水
を
使
用
し
な
い

か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
搗
く
も
の
の
力
強
さ

と
そ
れ
を
食
べ
る
人
に
届
け
る
ま
で
の
保
存
会
一
人

ひ
と
り
の
き
め
細
や
か
な
心
配
り
が
行
き
届
い
て
い

る
か
ら
こ
そ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

東
山
五
人
杵
つ
き
問
合
せ

　
お
ぢ
や
震
災
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
そ
な
え
館

　
電
話  

〇
二
五
八
―
八
九
―
七
四
八
〇

切り餅の袋詰め 搗き立ての餅

イベントでの出張もち搗き
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長
岡
市
山
古
志

山
古
志
弁
当

　

山
古
志
弁
当
は
た
だ
単
に
お
惣
菜
を

詰
め
込
ん
だ
お
弁
当
で
は
な
い
。
こ
こ

に
詰
め
込
ん
だ
の
は
、
ふ
る
さ
と
「
山

古
志
」へ
の
想
い
と「
感
謝
」の
想
い
だ
。

　

山
古
志
へ
帰
っ
て
き
た
こ
と
。
田
畑

を
耕
し
、
こ
ん
な
に
も
美
し
い
食
材
を

ふ
た
た
び
収
穫
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
。
旬
の
味
や
郷
土
の
味
を
詰
め
込

む
こ
と
で
山
古
志
の
元
気
を
届
け
た
い
。

ど
う
す
れ
ば
自
ら
の
手
で
、
山
古
志
ら

し
い
お
も
て
な
し
を
届
け
ら
れ
る
の
か
。

連
日
、
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
詰
め
込
ん

だ
弁
当
の
試
作
を
重
ね
た
。
震
災
か
ら

五
年
を
迎
え
る
平
成
二
〇
年
一
〇
月

二
三
日
に
販
売
を
開
始
し
た
山
古
志
弁

当
は
、
今
も
食
す
る
人
々
に
思
い
を
届

け
続
け
て
い
る
。

長
岡
市
山
古
志

や
ま
こ
し
汁

　

山
古
志
の
魂
を
表
そ
う
と
、
巨
大

な
肉
団
子
の
中
に
特
産
の
か
ぐ
ら
南

蛮
味
噌
を
入
れ
て
包
む
と
い
う
地
域

の
中
学
生
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
盛
り
込

ま
れ
た
。
こ
ん
な
子
ど
も
た
ち
の
想

い
に
、
地
域
の
お
母
さ
ん
方
も
心
か

ら
協
力
し
、
震
災
か
ら
四
年
を
迎
え

る
一
〇
月
二
三
日
に
お
披
露
目
さ
れ

た
。

　

現
在
は
地
域
内
外
で
の
イ
ベ
ン

ト
、
民
宿
や
古
志
高
原
ス
キ
ー
場
の

ロ
ッ
ジ
に
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。

長
岡
市
山
古
志

小
太
郎
サ
イ
ダ
ー

　

山
古
志
地
域
の
特
産
品
「
か
ぐ
ら

南
蛮(

※)

」
の
魅
力
を
も
っ
と
多

く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
開

発
さ
れ
た
。
山
古
志
産
の
か
ぐ
ら
南

蛮
を
原
料
に
使
用
し
、
山
古
志
地
域

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー「
小
太
郎
」を
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
。

「
癖
に
な
る
辛
さ
」
の
Ｒ
Ｅ
Ｄ
と

「
す
っ
き
り
炭
酸
」
の
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ

の
二
種
類
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た

味
わ
い
が
あ
る
。
焼
酎
割
り
が
美
味

し
い
と
い
う
お
客
様
の
声
も
あ
る
。

是
非
お
試
し
い
た
だ
き
た
い
。
や
ま

こ
し
復
興
交
流
館
お
ら
た
る
に
て
販

売
中
。

※
か
ぐ
ら
な
ん
ば
ん
と
は

唐
辛
子
の
一
種
。
肉
厚
で
ピ
リ
リ
と
し
た
爽
や
か
な
辛
味
が
特
徴
。
し
わ

の
寄
っ
た
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
し
た
形
を
し
て
お
り
、
そ
の
形
が
神
楽
面
に
似
て

い
る
こ
と
か
ら
「
か
ぐ
ら
」
の
名
が
付
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

長
岡
市
川
口
木
沢

木
沢
震
央
米

　

中
越
大
地
震
の
震
源
地
は
、
と
あ

る
私
有
地
の
田
ん
ぼ
だ
っ
た
。

　

当
時
は
、
震
災
の
影
響
で
田
ん
ぼ

が
荒
れ
て
し
ま
い
、
耕
作
の
継
続
は

困
難
か
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
現

在
も
そ
の
田
ん
ぼ
は
残
っ
て
お
り
、

そ
こ
で
収
穫
さ
れ
た
お
米
を
「
震
央

米
」
と
名
付
け
、
地
域
内
外
問
わ
ず

親
し
ま
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
四
年
に
廃
校
と
な
っ
た

木
沢
小
学
校
を
再
活
用
し
た
宿
泊

施
設
「
や
ま
ぼ
う
し
」
で
、
木
沢
集

落
で
採
れ
た
野
菜
や
山
菜
と
一
緒

に
提
供
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
道
の
駅

等
で
販
売
も
さ
れ
て
い
る
。

　

や
ま
ぼ
う
し
は
一
泊
二
食
付
き

五
九
〇
〇
円
で
一
室
五
名
～
十
名

ま
で
宿
泊
可
能
。

※
要
予
約

長
岡
市
川
口
木
沢

木
沢
震
央
ピ
ザ

　

木
沢
集
落
に
お
住
ま
い
の
平
澤
勝

幸
さ
ん
が
、
オ
ー
ル
栃
木
で
出
店
さ

れ
て
い
た
ブ
ー
ス
を
ヒ
ン
ト
に
、
平

成
二
二
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
木
沢

震
央
ピ
ザ
。

　

長
岡
造
形
大
学
の
学
生
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
協
働
で
開
発
し
、
今
年
で

七
年
目
を
迎
え
る
。
春
は
山
菜
、
秋

は
き
の
こ
な
ど
、
そ
の
季
節
ご
と
に

木
沢
集
落
の
山
の
恵
み
を
具
材
と
し

て
ト
ッ
ピ
ン
グ
し
て
い
る
。

　

主
に
長
岡
市
内
で
開
催
さ
れ
る
イ

ベ
ン
ト
（
年
間
約
四
〇
か
所
）
に
出

店
し
て
お
り
、
売
り
上
げ
は
年
間
約

一
八
〇
〇
枚
。
長
岡
の
イ
ベ
ン
ト
で

見
か
け
た
ら
、
是
非
ご
賞
味
い
た
だ

き
た
い
！

山
古
志
地
域
の「
食
」問
合
せ

　
や
ま
こ
し
復
興
交
流
館
お
ら
た
る

　
電
話 

〇
二
五
八
―
四
一
―
一
二
〇
三

川
口
地
域
の「
食
」問
合
せ

　
川
口
き
ず
な
館

　
電
話 

〇
二
五
八
―
八
九
―
三
六
二
〇



シリーズ

取材：かしわざき市民活動センター 中越沖メモリアル まちから　筑波　匡介

―
今
年
で
中
越
沖
地
震
か
ら
十
年
で
す
。
当
日
の
様
子
は
ど
う
で
し
た
か
？

　
自
宅
で
家
財
道
具
が
倒
れ
る
な
か
、
娘
と
助
け
合
っ
て
や
っ
と
外
へ
。
す
ぐ
近
所
の
実
家
に
い
る
母
の
も
と
へ
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
電

気
が
大
丈
夫
だ
っ
た
の
で
テ
レ
ビ
を
つ
け
、
大
変
な
状
況
を
知
り
ま
し
た
。
徐
々
に
周
り
の
様
子
も
分
か
っ
て
き
て
、
す
ぐ
近
所
で
も
蔵

が
崩
れ
る
な
ど
大
き
な
被
害
が
自
分
の
地
域
に
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　
比
角
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
避
難
所
と
な
っ
て
、
ご
っ
た
返
し
て
い
ま
し
た
。
コ
ミ
セ
ン
に
は
ち
ょ
う
ど
活
動
で
使
う
キ
ャ
ン

プ
用
の
焼
き
そ
ば
を
用
意
し
て
い
て
、
寸
胴
な
べ
や
皿
も
十
分
に
あ
っ
た
の
で
避
難
し
て
い
る
人
た
ち
に
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し

た
。
私
の
実
家
に
は
井
戸
水
も
あ
り
、
電
気
で
お
湯
が
沸
か
せ
た
の
で
汗
を
流
せ
た
の
が
幸
い
で
し
た
。

　
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
仲
間
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
比
角
小
学
校
の
避
難
所
が
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。
市

役
所
職
員
が
避
難
所
か
ら
一
旦
撤
収
し
て
し
ま
い
、
運
営
を
行
う
人
手
が
と
に
か
く
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
地
域
の
人
た
ち
の
安
心

感
の
た
め
に
も
、
子
ど
も
育
成
会
で
避
難
所
運
営
に
関
わ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
避
難
所
運
営
の
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
や
る

し
か
な
い
。
ど
う
に
か
し
よ
う
と
学
校
の
登
校
日
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
す
る
チ
ラ
シ
を
配
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
中
学
生
が
来
て

く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
て
も
戦
力
に
な
り
心
強
か
っ
た
。
い
ざ
と
い
う
時
に
は
、
地
域
に
い
る
中
学
生
が
と
て
も
頼
り
に
な
る

こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。
今
は
、
こ
う
い
っ
た
経
験
を
し
て
い
な
い
中
高
生
が
ほ
と
ん
ど
に
な
っ
た
の
で
、
子
ど
も
達
に
地
域
が
経
験
し

た
こ
の
出
来
事
を
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
東
日
本
大
震
災
の
時
に
も
支
援
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

　
取
り
組
む
き
っ
か
け
は
、「
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
な
？
」
と
い
う
仲
間
か
ら
の
メ
ー
ル
に
対
し
て
、「
で
き
る
こ
と
を
や
れ
ば
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
返
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
避
難
者
の
方
を
受
け
入
れ
る
際
に
避
難
所
の
レ
イ
ア
ウ
ト
な
ど
任
さ
れ
、
お
茶
飲
み
の
ス
ペ
ー
ス
や
、
子
ど
も
の
遊
び
場
を
作
る
な
ど

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
中
越
沖
地
震
に
お
け
る
比
角
小
学
校
で
の
経
験
が
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
い
ま
、
な
ぜ
防
災
教
育
に
取
組
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

　
子
ど
も
会
や
青
少
年
健
全
育
成
市
民
会
議
な
ど
防
災
教
育
の
視
点
が
足
り
な
い
の
で
は
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
昨
年
度
か
ら
自
分
の
住

む
地
域
で
、
子
ど
も
た
ち
向
け
の
防
災
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
を
企
画
・
運
営
し
て
い
て
「
ま
ち
か
ら
」
と
も
連
携
を
始
め
て
い
ま
す
。「
防
災

教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
―
養
成
塾
」
を
通
じ
て
、
改
め
て
防
災
教
育
の
重
要
性
を
実
感
し
ま
し
た
。
防
災
を
き
っ
か
け
と
し
て
地
域
の
中

高
生
向
け
に
「
青
少
年
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座
」
に
取
り
組
ん
だ
り
、
地
域
の
行
事
に
合
わ
せ
て
、
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
た
「
防
災
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
や
「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

―
な
ぜ
、
地
域
の
た
め
、
子
ど
も
の
た
め
に
働
け
る
の
で
す
か
？

　
私
自
身
、
子
ど
も
の
時
か
ら
コ
ミ
セ
ン
の
行
事
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
地
域
行
事
に
参
加
す
る
の
は
当
た
り
前
だ
っ
た
ん
で
す
。
コ

ミ
セ
ン
が
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
域
の
連
帯
感
は
他
よ
り
も
強
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
役
を
い
く
つ
か
務
め
て

い
ま
す
が
、
常
に
皆
さ
ん
か
ら
勉
強
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
ま
す
。
比
角
地
域
で
安
心
し
て
子
育
て
す
る
に
は
ど
う
す
る
か
。

こ
の
地
域
で
育
っ
た
か
ら
こ
そ
、将
来
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
作
り
た
い
で
す
し
、そ
の
一
員
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

★
取
材
者
よ
り
ひ
と
こ
と
　

　
防
災
教
育
は
、
生
き
る
力
を
育
み
、
道
徳
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
、
も
ち
ろ
ん
社
会
や
理
科
と
い
っ
た
様
々
な
教
科
と
関
連
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
生
き
る
力
を
育
む
こ
と
は
、
地
域
防
災
力
の
向
上
に
も
つ
な
が
り
、
地
域
づ
く
り
の
根
幹
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
地
域
と
と
も
に
、
命
と
地
域
を
愛
す
る
気
持
ち
を
育
む
防
災
教
育
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

第５回

　青少年健全育成市民会議の一員として、中高生向
けの青少年リーダー養成講座を開催。地域の中高生
に対して防災を通じた地域のリーダーづくりに注力
している。現在 20 を超える役職を担い、連日子ど
もたちの育成に情熱を持って取り組んでいる。

須田 貴子

これからの子どもたちに あの時の経験を知って欲しい

君たちは困っている人たちを救うことができる 人



　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、「
先
生
の
防

災
教
育
へ
の
心
理
的
・
物
理
的
な
負
担
を
緩
和
し
た

い
」「
関
心
を
持
っ
た
先
生
の
や
っ
て
み
よ
う
と
い

う
気
持
ち
を
後
押
し
し
た
い
」
と
い
う
想
い
で
す
。

「
防
災
教
育
に
興
味
は
あ
る
け
れ
ど
、
何
か
ら
始
め

た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」「
と
に
か
く
手
一
杯

で
、
準
備
に
あ
ま
り
時
間
を
か
け
ら
れ
な
い
」
と

い
っ
た
現
場
の
声
に
対
し
て
少
し
で
も
手
助
け
と
な

る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

こ
の
サ
イ
ト
で
は
、
当
機
構
が
関
わ
っ
た
防
災
教

育
実
践
校
の
取
組
み
を
使
用
可
能
な
資
料
と
共
に
随

時
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
潟
県
防
災
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
授
業
ご
と
に
必
要
な
資
料
を
一
式
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
授
業
を
準

備
す
る
際
の
手
間
が
大
幅
に
削
減
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
各
校
二
〇
万
円
＋
児
童
生
徒
数
×
三
〇
〇

円
の
防
災
教
育
に
使
用
で
き
る
補
助
金
（
平
成
三
一

年
度
ま
で
の
期
限
付
き
）
の
情
報
や
申
請
書
、
補
助

金
を
活
用
し
た
実
践
校
の
報
告
書
な
ど
も
入
手
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

各
校
の
支
援
に
携
わ
っ
て
い
る
と
、
子
ど
も
た
ち

に
災
害
か
ら
生
き
抜
く
力
を
育
も
う
と
す
る
現
場
の

先
生
の
、
キ
ラ
リ
と
光
る
工
夫
を
目
の
当
た
り
に
す

る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
り
ま
す
。
授
業
時
数
の
確
保

が
難
し
い
こ
と
へ
の
解
決
方
法
、
家
庭
や
地
域
と
の

繋
が
り
方
、
大
規
模
校
で
の
実
践
の
仕
方
な
ど
、
他

の
学
校
で
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
工
夫
を
「
な
る

ほ
ど
お
手
軽
防
災
教
育
」と
題
し
、ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ

て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
い
た
だ
き
、
使

い
心
地
な
ど
を
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
地
域
防
災
力
セ
ン
タ
ー　

松
井　

千
明
）

シリーズ「防災教育の現場から」第 13 回「防災教育スイッチ」リニューアル

リニューアルの３つのポイント
①防災教育実践校の取組みの情報と使用可能な資料
　の入手が可能
②新潟県防災教育プログラムの授業ごとに必要な
　資料の一括ダウンロードが可能
③防災教育に活用できる補助金の情報と申請書
　補助金を活用した学校の報告書の入手が可能

①防災教育実践校の取組みの情報と使用可能な資料の入手が可能

②新潟県防災教育プログラムの
　授業ごとに必要な資料の一括ダウンロードが可能

③防災教育に活用できる補助金の情報と
　申請書の入手が可能

このたび、ふるさと新潟防災教育推進事業の公式ホームページである「防災教育スイッチ」が大幅にリニューアルしました。
今号では、この新しくなったウェブサイトを活用いただくため、リニューアルのポイントを紹介します。

対象学年・実施年度・キーワードで絞込みが可能です。
現場の課題に応じた各実践校の工夫を見ることができます。

申請書の書き方や、補助金を活用した県内小・中・
特別支援学校の報告書も見ることができます。

学習指導案、板書例、ワークシート、映像などボタ
ン１つで授業に必要な資料を一式そろえられます。

「防災教育スイッチ」➡ http://furusato-bousai.net/ 防災教育スイッチ で検索



 会員募集中！
　　当機構では、地域防災への取り組みや被災地への支援活動に賛同し、応援して下さる会員の方を募集
　　 しています。皆様のご入会をお待ちしています。
　 　参加資格：当機構の活動に関心のある 18 歳以上の方なら、どなたでも参加できます。
　 　会員特典：当機構が主催する研修・講座・イベント等のご案内をいたします。
 　　年会費　：正会員 5,000 円　個人賛助会員 3,000 円　団体賛助会員 100,000 円 ( １口以上 )
　 　※申込書は当機構ホームページよりダウンロードできます。

長岡震災アーカイブセンター
きおくみらい

〒 940-0062 
新潟県長岡市大手通 2-6 2 階
開館時間 平　日 10:00 ～ 18:00
　　　　 土日祝 10:00 ～ 17:00
休館日 毎週火曜日 年末年始
TEL 0258-39-5525/FAX 39-5526

〒 947-0026 
新潟県小千谷市上ノ山 4-4-2 2 階
開館時間 9:00 ～ 17:00
休館日 毎週水曜日 年末年始
TEL 0258-89-7480/FAX 89-7485

おぢや震災ミュージアム
そなえ館

〒 949-7503 
新潟県長岡市川口中山 1441 
開館時間 10:00 ～ 17:00
休館日 毎週火曜日 年末年始
TEL 0258-89-3620/FAX 89-3621

川口きずな館

〒 940-0204 
新潟県長岡市山古志竹沢甲 2835
開館時間 9:00 ～ 17:00
休館日 毎週火曜日 年末年始
TEL 0258-41-1203/FAX 41-1204

やまこし復興交流館
おらたる

施設のご案内
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【防災教育への見方が変わる！前向きになれる研修会のご案内】
　当機構では、平成 27 年度より上記の実践者・研究者の方々と「防災教育の効果を明らかにする研究会」を
立ち上げ議論を続けて参りました。本研修会は、「自然災害から子どもたちの命を守る」という防災教育の一
義的な目的を踏まえつつ、それだけにとどまらない「防災教育だからこその効果や可能性」の実態について共
有・共感することにより、防災教育を通じて子どもたちの生きる力を育む教育活動が推進・定着・継続してい
くことを目的としています。

日時：平成 30 年 2 月 6 日 ( 火 )14:00 ～ 16:45
会場：新潟県自治会館 講堂 （新潟市中央区新光町 4 番地 1）
対象：小・中学校・中等教育学校・特別支援学校の校長・教頭・教職員・市町村教育委員会職員
　　　地域教育コーディネーター・防災教育コーディネーター養成塾修了生・防災士 等
内容：実践紹介「歩みと気づき」
　　　　魚沼市立湯之谷中学校 校長 五十嵐一浩 様
　　　　上越市立黒田小学校 校長 宮川高広 様
　　　　新潟大学教育学部付属長岡小学校 副校長 松井謙太 様
　　　パネルディスカッション「防災教育の様々な効果と可能性」
　　　　群馬大学大学院理工学府 准教授 金井昌信 様
　　　　東北大学災害科学国際研究所情報管理・社会連携部門 助教 定池祐季 様
　　　　長岡技術科学大学環境社会基盤工学専攻 准教授 松田曜子 様　実践紹介の 3 名様
　　　グループワーク「これからの防災教育を考える」
申込：電話・FAX・メールのいずれかにて、①所属②職名③氏名を下記申込先へお知らせ下さい。
　　　公益社団法人 中越防災安全推進機構 （担当：松井・川上）
　　　電話：0258-39-5525　　FAX：0258-39-5526　　E-mail：bousairyoku@cosss.jp

まんがの作者

旧公会堂の喬柏園（きょう
はくえん）に市民活動セン
ターと併せて整備され、地
震の経験・教訓とともに、
賑わいの再生に取り組む復
興の町づくりを伝えます。

〒 945-0066
新潟県柏崎市西本町 3-2-8
開館時間 9:30 ～ 21:00
メモリアル展示は 17 時まで
休館日 毎週火曜日 年末年始
TEL 0257-22-2003
FAX 0257-22-2007

ムラビト・
デザインセンター   

新人

井上 有紀

➡ https://inacollege.jp/  中越沖メモリアル

なるほど！

そんな可能性もあるのか！

どこから手を付けたら

いいのかわからない！

これ以上時間も労力もかけられないよ！

悩みや楽しみも含めた

他にはない実践紹介

参加者からの質問票を使った

双方向型パネルディスカッション

気づきを共有し これからの

防災教育を考えるワーク



イラスト：ムラビト・デザインセンター 井上 有紀

昨年は中越沖地震から 10 年。

中越・中越沖両地震後に生まれた世代が大きくなってきました。

子どもたちに地域で起きた災害を伝え、自然や歴史に学び、

明日の地域の担い手へと育っていくこと目指し、本年も活動して参ります。

本年もどうぞよろしく
お願いいたします

公益社団法人 中越防災安全推進機構

船の帆にある「越」の字は「中越」と「乗り越える」の意味を込めて描きました！



　糸魚川市駅北大火から１年が経過しました。 街は徐々に再建が始まっ

ています。 もとの場所に家を建て直して地域へ戻ってくる人、 土地だけを

残して地域外へ移った人、 店舗を再開するために再建する人、 店舗の再

開を様々な理由で諦めるしかない人、 それぞれの被災者の想いが少しず

つ前に進んでいます。

　被災地には平成 28年 10月 23日に 「復興まちづくり情報センター」

がオープンしました。 場所は被災エリアのすぐ近くに設置され、

『 地域住民の集いの場』『 復興情報の発信の場』『 心配事の相談窓口』

という 3つの目的のもと活動しています。

　スタッフは、 大家復興集落支援員の矢島好美、 斎藤美穂子、 生活支

援相談員の水嶋賀子、 加藤亜祐美、 そして中越防災安全推進機構より

野村祐太の 5名です。 生活支援相談員の 2名は、 傾聴などによる支援

活動が中心で、 ほぼ毎日被災者訪問へ行っています。

　復興まちづくり情報センターでは、 発災から現在に至る様々な情報の

掲示のほか、 街や商店街のイベント情報などを発信しています。

　仮住まいの場所から戻って来る被災者、 被災を免れた地域住民、 商

店街の皆さん、 1 人 1 人と想いを共有し、 よりよい街にしていけるよう

寄り添いながら活動していきたいと思います。

まちづくり復興情報センター

野村　祐太

大火から 1年を迎えた平成 29年 12 月 22 日
地域住民の願いごとで飾り付けられた復興イルミネーションが点灯した

糸魚川市駅北大火から 1年
　　　　　　　　　被災地は今 －現地スタッフレポート－

平成28年 12 月 22 日に発生した糸魚川市駅北大火から１年が経
過しました。当機構は「チーム中越」の一員として、直後からボ
ランティアセンターの支援に当たってきました。

昨年10月「復興まちづくり情報センター」がオープンし、センター
スタッフとして現地に職員を派遣しております。これからも地域
と住民に寄り添い、復興のまちづくりを支援していきます。

復興イルミネーションの飾りとして

短冊に願いごとをかくこどもたち

市役所の方々と商店街女子部の皆さん復興まちづくりセンターには日々
被災された方や様々な方が訪れます
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