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1．は じめ に

　 2011年 3 月ll日 に発災 し た東 日本大震災 （以 下，大震

災）は ，目本観測史 卜最大規模 の マ グ ニ チ ュ
ード9，0の 地

震 とその 後の 余震，津波 が 岩手県沖 か ら茨城県沖 まで の

南北500km，東西200kmに わた る 広範 囲に 甚大な被害をも

た ら し た。人的被害 は，死 者 15，842人 と なり，今もな お

3，481名が 行方不 明 で あ る （2011年 12月16目現 在警察庁）。

大震災 に 次い で，福島原予力発電所事故が 起 こ り，避難・

転 居 を余儀 な く され 不 自由 な 生 活 や，不 安 を抱 え る 国 民

が多数い る。大 震災 は戦 後最大 の 被害規模と な っ て い る

こ とは言うまで もな い 。

　甚 大 な 大 震災被害へ の 支 援活動 と して 本学 で は，い わ

き市保健所 と連 携 し組織的に 復興支援活動 を行 っ た。今

回，そ の 活動経過 と課題 に つ い て報告す る。

に は多数取 り上 げ ら れ て い る岩手県，宮城県 は十 分 な物

資 と支 援 が 入 っ て い る こ と，福島県 の 沿岸部 は物資 も支

援も少な く困窮 して い る こ とが わ か っ た 。 また，知人が

い わ き市 で 孤軍奮闘 し て い る が，支援団 （自衛隊や 警察

な ど ）や ボ ラ ン テ ィ ア もほ と ん ど 入 らず困窮 して い る と

の 情報 も入 っ た。 こ の よ うな こ とから4 月 8 囗 よ り，福

島県 い わ き市で の 活動を視 野 に，福島県庁災害対 策 本 部

医療支援調整担当者 と連絡 調 整を開 始 した。い わ き市は，

福島県の 南東端 に位置 し1231k  と広域市 で，太平洋沿1羊

に 全長 60kmに及 ぶ 海 岸 と重 要 港 湾 の 小 名 浜 港 を有 して い

る。大 地 震 と大津波 に よ り，太平洋沿岸全域 が 壊滅的 な

打撃を受け た。福島県の 情報は 原子力発 電 所事故 に つ い

て の み が ク ロ ーズ ア ッ プ さ れ，沿岸部 の 壊滅 的な 被害は

情報が 非常 に少 なか っ た 、限 られ た 報道 か ら，現地 の 詳

細 な 情報 を 入手し，住民 の ニ
ーズ を把握 して支 援 を検討

す る こ とに は 限 界が あ っ た。

ll− 1．現地復興支援活動ま で の 経緯

ll− 2 ，本学内の準備

　本学 は，20〔〕6年 に 開学 し，看護学部 と デ ザ イ ン 学部 の

2 学部からなる 大学 で 「人間重視」と 「地域社会へ の 貢献」

を教育 の 理念 に掲げ て い る 。 この 理 念 に基 づ き，大震災

で 被害 を 受けた 人 ・地域 ・社会 に 本学 の 持つ 力 を最大 限

に生 か し，支援活動 を検討 した 。 特 に，本学 は 医学部 や

附属病院を有 して お らず，医師主 導下 に 直接的な治療 （医

療） そ の もの を行 うこ とは で きな い 。 従 っ て 発災当初 の

医療 （診断 ・治療）が必要な時期 に 大学 と して の 単独活

動 を行 うこ とは困難 と判断 した。大災害 で あり，避難が

長期化すれ ば健康柑談 や 医療機関 との 連携な ど．看護 の

力 が 必要となる こ とを予測 し．3月11目の 発 災直後から

大学 と して支援活動 を行う可能性 を考え，看護学部長指

示 の 基，災害看護学 や 救急看護学担当教員が 中心 に な り

情報収集を開 始 した、、看護系学会 や 教職員個 々 の ネ ッ ト

ワ
ーク を通 して，あ る い は 報道 か ら収集 した。こ の 時期

　大学 は 開学 6年 目で ，大 災害に お ける 支援体制整備 の

準備 は全 くさ れ て い な か っ た。「3ユ1』の 後，何 人 もの 看

護教員 か ら，「支援活動 に 行 きた い 」「支援 に 行 っ て も良

い か」な どの 問い が寄せ られ た 。 個人で 行 くこ とは 吝か

で は な い が，副学長
・
看護学部長 と して は 全 学的な 支援

の 方策を模索 し，学 長 や 事務担当者 と協議 を重 ね て い た。

資金 而，派遣中の 処遇，派遣す る 入た ちの 安全 確保な ど

準備 に は 多 くの 時間が 費や され，そ の 間 に も教員か らの

質問が 幾度もあ っ た。結果，大 学 と して 意思 決定が さ れ

た の は、4 月 に 入 っ て か らで あ っ た 。 その 間 に 福島の 家

族 （木学 の 学 生 の 家族）が避難 して くる な ど の 事態へ の

対応 もあ っ た 。 札幌 まで 避難 して きた こ とに 関係者 は 驚

き，意思決定 の 引 き金 に もな っ て い た 。 意思決定後 は先

遣隊の 準備
・
派遣，物資 の 準備 （何 と して も札幌 市立 大
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学 か ら来て い る こ とが 分か る 上 着 が 必 要 と考 え た），福島

空港発着旅券 の 調達な ど急激 に 動 くこ とに な っ た 。 こ れ

ら，経費 の 準備がなか っ た の で，急遽学長裁量経費があ

て られ る こ と とな っ た。

皿，先遣隊活動 ・復興支援活動準備

1）先遣隊活動の概要

　大学 と して組織 的 な活動を 開始 す る に あ た り，現 地 情

報の 入 手が 困難で あ り，有効 な 支 援 の 方 向性 を検 討 す る

こ とが で きなか っ た 。 そ こ で 先遣隊 と し て，災害現場活

動経験 の ある 看護学部教員 2 名 を2011年 4 月18目 （火 ）

〜4　fi　19　U （水） に，福島県 い わ き市へ 派遣 し た。先遣

隊派遣 の 目的 は  札幌市立大学 として 未曾有の 大災害で

被災 した 地域，人へ の 支援 の 方策 を検討す る た め の 情報

収集 及 び 評価 を行う，  被災地 に お ける 支援 ニ ーズ 並び

に 被災者の 健康状況を確認 し，支援計画 （案）を策定す

る こ とで ある。

　先遣 隊の 主な 役割は，  活動場所の 検討，  カ ウ ン ター

パ ートとの 調 整，  活動の た め の 基盤づ くり （安全確認，

車両確保，宿泊地確保等）で あ っ た。

2 ）先遣隊活動結果

　い わ き市保健所と は電 話 や メール で打ち 合 わ せ を行

い ，4 月17日時点で 約2，990人 の 避難所 で 生活を余儀 な く

され て い た。多くの 避 難所で は 1 日 1 回 （17時頃 まで）に，

医療団が 巡 回 診療して い た。しか し巡 回診療時 に被災者

は仕事や 家 の 片づ け に 出か け て お り，避難所 に は ほ とん

ど 人 が い な か っ た。こ の よ うな現状 か ら，多くの 避 難所

で は保健衛生 上 の 問題 を把握す る の も困難 な状 況に あ っ

た。保健所 は被災者 と 日常 の 保健所業務で 混乱 し，職 員

はみ な疲労 して い る 様子 が 伺 え た 。 特 に保健師 は住民の

所在確認 や健康管理 が 出 来て い な い こ と を気遣 い ．疲労

は顕 著 で あ る こ とが 伺 え た。

　ま た，発災か ら 1か 月が 過 ぎ，自宅 に帰 っ て い る の か，

避 難所生 活 を して い る の か，被災者 の 保健ニ
ーズは 何か

（保 健 福祉衛生 上）の 聞 き取 りが で きず，手探 りの 状 態 で

災害対応 に 追わ れ て い る こ とが 明 らか に なっ た 。

　 そ こで 我 々 は一
定 の 避難所 を拠点 に し，避鄭所 で 健康

相談 を行うと共 に ，そ の 地 域 の 戸別訪問 を行 い ，必 要 に

応 じて 医療
・
保健機関に 「つ なぐ』支援が必要 で あ る と

確認 し，先遣隊活動 を終 え た 。

3 ）復興支援準備

　先遣隊 が 帰札後直 ち に活動報告会 （4 月19囗）を 実施

その 結果，福島県 い わ き市へ 本学 と して 復興支援活動を

行うこ とが 正式 に決定 した 。同 日か ら派遣メ ンバ ーを全教

職員対象 に 公募し，活動概 要，必 要 物品等 の 準備を行 っ

た 結果，看護教員 （保健 師 ・助 産 師 ・看 護 師）24名，デ

ザイン教員 1 名，事務職 4名の 希 望 者 を派遣 した。

　大学 と して 組織的な活動 を 行 う方針 が 決定し た もの

の，被災地支援 に 日 頃か ら備 え て い た わ け で は な く，短

期間で の 物品準備は思 い の ほ か難渋 した 。 こ の 間の 準備

は 教 職 員 の 熱意 と交渉力 ・調整力 が 優 れ て い た の で し ょ

う。物品や 材料 が 手元 に 届 き不安な く出発準備が 出来 た。

4 月21日に は派遣 メ ン バ
ー

を決定 し，22目 に派遣前 オリ

エ ン テ
ーシ ョ ン を開 催 し た。活動 に あ た っ て，被災者 の

心 の 動 きが 刻 々 と変化して い る こ と，看護職 で あ っ て も

災害時の 「こ こ ろ の ケ ア 」の 専門家 で は な い た め，必要

に応 じて 専門家 に 丁つ な ぐ』こ とを重 視 す る こ とを伝えた。

　安全対策 と して は，日常業務以 上 の 安全 確認 を行 うこ

とを 徹底 。 現 地 で は 地 域 新聞 を購読 し，情勢 だ けで は な

く現地 の 動 き，避難状況 を確認。特 に 原発事故 に 関連 し

た放射能飛散 の リ ス ク分析の た め に 天候，風向 きに つ い

て は入念 に確認 した。常 に 現場 で 「危険性」 を 判断 し，

リス クが 高ま っ て い る と判断 した 場合 に は，現場判断 で

撤退する こ と，復興 支援本部長が総合的な リス クア セ ス

メ ン トを行 い ，必要 に 応 じて 退避 ・撤退命令 を下す こ と

が あ る こ と も 申 し合 わ せ て い た。そ れ と 同 時 に，余震等

の 二 次災害 へ 備える こ と，戸 別訪問時 の i・ラ ブ ル 回 避 の

た め に 単独行動を しない こ とを決め，ク ル
ー

メ ンバ
ー

全

員が 本部長 と の 連絡体制，ク ル ーリーダ ーの 判断な ど を

確認 した。

　現地へ の 往復 は基本 ル
ー

トを決定 して 行動したが，余震・

原発 二 次災害時等の 緊急避難ル ートも確保 して お い た。

1V，復興支援活動

1．活動概要

　1） 目的 ：札 幌市立 大学 と して ，米曾有 の 大災害 を支

　　 援 し被災者並 び に，関係す る人 々 へ 貢献する

　2 ）活動期間 ：2011年 4 月24日〜5 月 9 日 （計16日 間）

　3 ）カ ウ ン ターパ ート ：い わ き市保健所地 域 保 健 課

　4 ）活動場所 ：福島県い わ き市小名浜地区

　5 ）チ ーム 編成 ： ユチーム 4 − 5 名 。 1チーム は 3泊

　　　4 日の 活動。参加教職員延べ 29名

　6 ） 1 囗の ス ケジ ュ
ー

ル 　（表 1参照）
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表 1　 活動ス ケ ジ ュ
ール

9 ’oo　I保 健 所 と の 打 合 せ 　　　　　　　　　　　　　　1

　 　 　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
9 ： 30　，避鄭所健康チ ェ ッ ク
　　　．
　 　 　 　避 難 所 健 康 相 談 卩

　　　　協L−　圃一
　　 訪 問

12 ，00　｛『1… 昼 食休憩、
l　 l3層〔〕Ol

− ．＿＿
　 　 　 30

避 難 所 健 康 チ ェ ッ ク

避難所健康 相談

F

戸 別訪 問

　 一
片 づ け　　　　 一　

儲 1保 健所 へ の 報告 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＿−

18 ：

胆4 三2．LVヱ辷：配 ヱ之一＿ 一一一一一一一一一」

表 2　 健康相談内容 （避難所 ・戸別）

i 項　日 内　 　　 　 　 容

冂艇圧 呵圧 渕定、高血 圧、降圧剤内服後意識消 失発作

薬 降圧 剤、メ ニ エ ール 病、イ ン ス リ ン、点限 薬、
中 断、そ の 他

症状

（状態）

精神症状

1介護
ト −−−・−−−　
・島齢 者

子倶

其他

ヘ ル ペ ス 、糖 尿病、白内障、突発性難聴、リ ウマ チ、
変形性膝 関節症、頸椎 ヘ ル ニ ァ、脳梗塞後遺症、ペ ー
ス メ

ー
カ
ー、体重 減 少、疲労、調子 が悪 い｝内．　

不眠、不安、PTSD 、梢神疾患継続観察　　　　　　　　　　　　　　　　 h｝鹵　｛1
認 知症 、ド半身麻痺、介 護疲 労

日中独 居 （寝 た き り）　　　　　　　　　　　　　　　1−一　尅
不登 校 （津 波 後 ）、不眠

通 院困難

表 3　 札 幌市 立 大 学 の い わき市 支 援 の 概要

戸別訪 間
［1215伜

　 　 　 　 うち在宅528件　43．5％　 倒壊27イ’1・
　 　 　 　 イく在687件　　565％　　倒‡裏175f牛

健康相談

18⊥イ牛〆日（15日間）

202件 t4｛牛／ El（15日聞）

2．活動内容

　避難所
・
戸別訪問中の 健康相談内容 は，表 2 に示 した 。

1）避難所健康相談 （4 月 24 日〜5 月 9 日9時 30分〜

　　 16 時）

　 4 か 所 の 避難所 で 健康相談 を行 っ た。避難所 に残 っ て

い る 方 々 に声 をか けなが ら，発熱 ・咳嗽 ・下痢等感染性

疾患 の チ ェ ッ ク を行い ，必 要 に応 じて Ml圧 測 定 を行 っ た。

活動当初，被災者 は避 難生 活 1か 月が 過 ぎ，不 自由な 生

活に 加え．様々 な人 が 避 難所 に 出 入 りして い る 状況 に よ

り，他者 との か か わ りに ス トレ ス を感 じて い る 状況が 見

受け られ た ． そ の よ うな中で ，毎 口同 じ時問 に，同じビ

ブ ス （札幌市立 大学 と記載 され て い る 識別 衣 ）を着用 し

た 我 々 が 訪問 して い る こ とが，日 に 日に信頼 関係 を獲得

し，数 日後 に は私たちが 到着す る の を待つ 姿が 増えた。

2 ）戸 別訪問 （4 月 24Eヨ〜5 月 9 日）

　避難所で 生活を して い る人 の 生 活 ニ ーズ だ けで は な く，

自宅に い る方の 健康ニ
ーズ や受療行動に つ い て ，フ ォ ロ ー

が 必 要 な 方 の 把握 等 の た め に，避 難所地 域 を 1軒ずつ 訪
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写 真 1

問 し た。保 健 所 か ら託 され た 住 宅 地 図 を持 ち，地 図 上 に

在宅 の 場合 に は ピ ン ク，不在の 場合 に は ブ ル ー
の マ ーカー

を し，倒壊家屋 は 黒 で 斜線 を追記 した 。 活動期間 を通 し

て L215件 を 訪問 し，そ の うち528件 （43．5％ ）が 在宅また

は 片づ け中で あ っ た 。 私 た ちは 「こ ん に ちは，い わき紅

保健所から派遣で きた 札幌市立大学看護学部 の 教員 で す。

被害 に 遭 わ れ た 方 の 健康状態 につ い て 状況確認 に参りま

した 。 」と1軒ずつ 声をか け，被災者 の 言吾りに 傾聴しな が

ら，健康状態，生活で 困っ て い るこ とを権認 して い っ た。

　 現地 で は，震災後 に 泥棒等 が 出て い る との 噂 が あり，

地 元 の 住民 で は な い 私 た ち が 戸別訪問 を行うに あ た り，

住民か ら 「不審者」 と思 わ れ な い よ うに 必 ず ビ ブ ス （識

別衣）を着用す る こ と，二 人
一

組 で 回 り，最初の こ とば

が掛け は 「い わ き保健所か ら依頼 されて 来ました，札幌

lii立 大学 の 者で す」 と名乗 る こ と を徹底 した。自宅 に居

る 方の 中に は．「何 日間 も保健所 な ど役所か ら誰も来 て く

れなくて，今頃 …　 」 と言われ る場合 もあっ た。こ れ

ら は恐 ろ し さ，今後 の こ とへ の 不 安 が あ っ た こ とが 伺 え

た。話 して い る 間に 「札幌か ら来 て くれ た の か、札幌 は

大丈夫な の か 」 と我 々 を気遣 っ て くれ る様予も見 られ た。

ま た，個 別 訪 問 中 に足 場が 危 険 な場所 や 倒 腰 しそ うな家

屋 は，訪問せ ず に地図上 に コ メ ン トを記す に と どめた 。

　昔なが らの 集落で ある こ と，白い ビ ブ ス を着用 して 歩 い

て い る こ とな どか ら，地図 を持 っ て 歩い て い る と，「家 に は

まだ来ない の ？」「あそこ の 家 は い ない よ」「こ っ ちは 遯難

所 に い る よ」 な ど．住民 か ら声 をか け られ る ようにな っ た。

また ，「い わ き市も，考えて くれ て い た ん だ．とい う言葉 も

聞か れ，保健所 と住民 を
“
つ な ぐ

”一
端を担えた と考え る。

3 ．連携

1）カ ウ ン ターパー
トとの 連携

　木学 の 支援活動 は，発災か ら ユか 月半 が 経過 して い る
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時点 で あ り，避難所で の 生活 か ら次 の 生活拠 点に移動 し

始 め る 時 期 で もあ っ た。緊急 的 な 攴援 （医 療
・生 活 ）が

終わ り，中長 期的 な 支援体制 に移行す る 時期 で ある 。 被

災者 の 心 の 動 きが 大 き く，先の 見 えな い 不安 と，今後の

生 活 を冷 静 に 考 え 始 め て い る 状 況が 多 く見受け られ た。

支援活動 は あ くまで も支援で あ り，我 々 が恒久的に そ こ

で 活動 をす る わ け に は い か ない 。 し た が っ て ，い か に 行

政 や 医療機関 に
“
つ な ぐ

”
か が 重要 とな っ て い た 。 そ の

た め，カ ウ ン ターパ ー
トで ある 保健所 と毎 日朝 ・夕 に ミ

ー

テ ィ ン グ を持 ち，住民 の 意見を基 に今後 の 支援方針 を検

討 し、必 要な関係機関 と調整を図 る こ とが 重要で あ っ た。

2 ）現地チ
ー

ム間の 連携

　大学で の 授業，個 人 の 心 身へ の 負 担 等 を勘 案 し， 1人

当た りの 活動期 間 は 3泊 4 日 と した。そ の た め，チーム

（ク ル ー）は 4 日で 人 れ 替 わ る こ と とな り，そ の た び に現

地 オ リエ ン テ
ーシ ョ ン の 必 要 性 が あ っ た。多忙 を極 め る

カ ウ ン ターパ ートの 保健所 ス タ ッ フ に オ リエ ン テ
ー

シ ョ

ン を依 頼 す る の で は な く，本学 の ク ル
ーは 現地 に て 引継

ぎ ・オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン をす る 方法 を取 っ た 。 本学 の ク

ル ー
同上 が 拠点 と なる避難所や 活動 エ リア で 直接引継を

実施 し，業務や 避難経路 の 確認，物 品確認等を行 っ て 支

援 を 継続 さ せ た 。 日頃か ら コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の とれ た

教 員同
一
トが 引継 を行 うこ とは，相手 の こ とが 理解 で きス

ム ーズ に 活動 を展開す る こ とが で きた。また，保健所 ス

タ ッ フ か ら も本学 の ク ル
ー

間で 引継 を行 っ た こ と に よ り，

保健所側か ら詳細な説明 を何度 もしなくて も同 じ活動を

し て もらえ，時間 と人員が欲 しい と きで あ っ たの で 助け

られ た と 高く評価 さ れ た 。

3 ）本部との連携

　大学 を離 れ，被災地 で の 活動 とな る ため， 1 日の 活動

終 r時に 復興支援本部長 （副学長） に直接電話 で 定時連

絡 を行 っ た 。 その 日の 活動状況，必要物資，被災者の 動向，

現地 の トピ ッ ク ス，メ ン バ ー
の 体調，そ の 他連絡事項等

を報告 し，翌 冂以 降の 活動 に対する指示 を受 け た。災害

時 に おけ る指揮命令系統の 確立 は絶対条件 で あ り，現 地

判断 は 重要 で は あ るが，最終的な責任 の 所在を本部と連

携 を とる こ と に よ り，大学 と して の
一

体性 と 活動 の 継続

性が 担保 で きた と考える 。

　通信手段 は，す で に 携帯電話，イン タ
ー

ネ ッ 1・が 接続

で きる 環境 に 復 旧 し て い た が，余震 や 二 次 災 害 に備 え．

複数 の 通信壬段 を確保 した。各自携帯 電 話 を持参す る こ

と，ホ テ ル 内 の 電話 に 加え，  ウ ィ ル コ ム よ りPHSIO 台

をレ ン タル し，保有 した。（単独 行動 をす るわ けで は な く，

派遣者 間 の 連絡 よ りも，広 域 通 信 の 必 要性 を 検討 した ）

なお，  ウ ィ ル コ ム で は 医療復興支援 に 対 し，PHSIO 台

を無償 レ ン タ ル す る とい う情報を い ち 早 くホーム ペ ージ

で 公 開 して い た の で ，巾請 し現 地 出 発 ま で に無 償 レ ン タ

ル が 可能 と なっ た 。

V ．情報の 大切 さ

1 ）被災者 へ の 情報

　被災地 に は ，様 々 な人が や っ て くる。例えば避難所 に は，

根拠も持たず に 「こ こ は放射能で 危険」 と，遠方か らや っ

て き て 自作 の 広 報 誌 を 置 い て い く人，自分 が 信仰す る宗

教を勧 め る人 な ど もい た。た だ で さ え，家 や仕事，大切

な 時 間や 人 を失 い ，「何か にす が りた い 」 と思 う気持 ち を

持 っ て い る 方 々 は 飛 び 込 ん で くる情 報 に
一

喜
一

憂 し て い

た。そ して 「何 を，誰 を信 じて い い の か わ か らな い 」 と

誰もが 言っ て い た 。 嘘 の 情報 を流 す人や，不本意な情報

が 氾濫 して し まい ，被災者 は情報 に 混乱 させ られ て い た

こ と も事実で ある 。 安心感を得 る た め に は，正 しい 情報

を正 しく伝 える こ と，情報を伝達す る 人 との かかわ り （信

頼関係）が 重要で あ る と こ も痛感 した。

2）支援者へ の 情報

　今回の 復興支援活動 に あたり，災害現場活動経験 の あ

る メ ン バ ーが 限 られ て い た た め，現場活動に有用 な 情報

を簡潔 に 伝える 必要があ っ た。 出版各社 は，早 々 に イ ン

タ
ー

ネ ッ トヒで 災害看護 に 関連 した記事を無償公 開 ・ダ

ウ ン ロ ード可 能 な体制 を整 えて くれ た。しか し なが ら，

そ の すべ て をプ リ ン トア ウ トして 現 地 に持 っ て 出か けて

も 「多 くの 情報 を現 地 で 読 む だけ 」 で 終 わ っ て し まう。

後方支援者 （本 学 の 支援派遣者以 外 の 教 職員）が，様 々

な情報 を集約 し，コ ン パ ク トか つ 簡便に現 地 に逐 次 送 っ

て くれ る と，現 地 活動 で は役 に 立つ 。い か に情報 を整 理 し，

伝達 す るか。災害 後 の 体 制 や 公 的 な動 き等は 変化 が 大 き

く，現地 で集約する こ とが 困難 で あ る 。 災害が 大 きけれ

ば 大 きい ほ ど，政府や，行政 か ら出 され る 指針 が 臨機応

変 に変化す る こ と も考えなけれ ば な らない
。

VI．現地支援者の状況と思 い

　保健所職 員 も多くは被災者 で あ り，家族 を 持つ 親や了

で あ る。大 震 災 か ら 1 か 月が 経過 して も，沿岸部 は 瓦礫

の 山 。 しか し，内陸部 に 入れ ば通常 の 生活が営 め て い る 。

つ ま り保健所 で は通常 の 保健医療サ
ービ ス の 提供 を行 い

なが ら，災害対応を しなけれ ばな らな い 状況 で あ り，日々

の 業務 を遥か に 超 えた 対応を しなけ れ ばな らな い 難 しさ

を保健所 長は話 された。 地域 を知 り尽 くした 保健師 は，

自分 の 足 で 地域 を回 っ て 声 を か け，安 否 を 確か め た い と
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い う思 い を 抱 い て い た 。 対策を立 て なけ れ ば な らな い 思

い と，住民状況 を把握 しなけれ ば と い う思 い の 葛藤 に，

悩 まされ て い た 。 その よ うな状況 下 にお い て，私たちが

行 っ た戸 別訪問 とい う
一

軒ずつ 情報を得 る こ とは，地 元

の 保健師 た ちが
’‘
や りた くて もで きな い

”
こ との ・一．端 を

担 えた と言える。つ ま り，私 た ち の 活動 が 保健 師 た ちの

思 い を補 完 し．若 T で は あ る が 保 健 師 の 地 域 活動 の サ

ポートと心 の サ ポートを担 え た との で は な い か と考え る 。

　 また，保健所職員 は 「も っ と，大 変 な とこ ろ もあ る か

ら仕 方 な い ，と思 っ て い る が 物資 も，人 も，報道 も，い

わ きを飛 び越 え て 行 っ て しまうん で す」「物資を依頼 して

も，
“
い わ きは 原発が 近 い か ら取 りに 来 る な ら

”
と言 わ れ

る。ガ ソ リ ン が な い の に ，ど うや っ て …　 　 と思 っ て い

た」「マ ス コ ミの 話題 に Eらない から，い わきの 被害が 伝

わ ら ない 。 その 反対 に 原発事故 に よ っ て ，い わき （福島）

＝危険 と思 わ れ 多大な風評被害を受 け て い る 」「い わ き市

出身者 とい うこ とで，避難先で 差別を受 け た 」「ス ク リー

ニ ン グ をしなければ，県外医療機関 に受診で きない 状況

が あ っ た」な ど，震災後の 原発事故 に よる 影響 に つ い て

語 られ た。何 よ りも 「私 た ち は，い わ き市民 は こ こ で 生

きて い る。だか ら私 た ちが こ こ で 頑張る」と言 う思 い を

受け止 め て 支援 して い た こ とを，私た ちは 決 し て 忘 れ な

い と思 う。

　保健所長は，「
‘
安全

”
と

“
安 心

”
は 違う とい うこ とを

実感 した 。 安全 の 基準 （数値）を設け る こ と，示す こ と

は で きる 。 しか し安全 基 準内の 数値 で あ っ て も安心 で き

な い こ と もある 。一人一人 に 声 を か け て，信頼関係 の も

とに 安心感が生 まれ る 。 札幌市 立大学が
一

軒ずつ い わ き

市保健所か ら来た と声 をか けて くれ た こ とは，住民 の 安

心 に つ なが りました 。 」 と話 され た 。
つ まり非常事態 に こ

そ，顔を見て 声をかけ る，人と人の つ なが りが次の
一

歩

に つ なが る の だ と言うこ とを実体験 した支援 で あ っ た 。

目頃 か ら顔 の 見える 関 係 性 で は あ っ た もの の ，今 回 の よ

うに 同 じ 目的で 数 目問 共 に 活動す る こ とは 初め て の 経験

で あっ た。支援後，目頃 の 業務 に お い て領 域 が 異 な る教

員 や 事務 職 員 との 連 携 が 以 前 に も増 して 強 固 に な っ た。

特 に，派遣前 の 準備 の 段階か ら，必 要物品が 何 もない 状

況 下 か ら数 日間で，すべ て を揃 え，後方支援 に徹 した 職

員 の 力を 改め て 知 る こ とが で きた。本学 は 短時間に 結束

し，誰 もが 最善 を尽 くす こ とがで きる組織 だ と再確認 で

きた 。

　 攴援活動後，保健医療職 を 目指す学生 に 授業等で 折 に

触れ教員それぞれが体験や 感 じた こ と，看護の 視点を話

して きた。また 大震災か ら半年後 の 9 月に い わき市保健

所長 と保健師を講師 に迎えて 特別 講義を開 催 した。外か

ら支援 に行 っ た 我 々 の 話 と，実際 に被災地内部で の 活動

と思 い ，今 も4重苫 （震 災，津波，原発事故，風評被害）

の 中 で 葛藤 して い る 状況 を含め い わ き市の お 二 人 か ら学

生達 へ 伝える こ とが で き た。

皿 ，おわりに

　私 た ち が 最終活動 を終 え 保健所 を後 に す る と き，保健

所内 に い た職員全員が総立 ちで 頭を
．
ドげて られた 光景が

眼 に焼 き付 い て い る 。 人 と して ，看護職 と して ，ほ ん の

少 し の こ と を した だ けで ，全員
一

斉 に 頭 を下 げ ら れ た 時

に は，そ こ に居た ク ル
ー8 名皆胸 が 熱 くなっ た。 未曾有

の 大災害 に，私 た ちが で きる 支援 は ご く限 られ て い る、、

しか し，一
人で も多 くの 人の 生 命 を救 い ，生 活 を守 る た

め に，ど こ に居 て も可能な支援を考えて い きたい と改 め

て 本記述をしなが ら考えて い る 。

　今 回 の 大震災，津波，原発事故で い わ き ilゴを初 め 被災

された地域 の
一

日 も早 い 復興と．風評被害 の 人々 の 安寧

を心 か らお祈 りい た します 。

W ，支援活動後の 変化

私た ちの 支援チ ーム は，同 じ大学内の 教職員で 構成 し，
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