
         記号説明　             建設支援　             制作物

5-8月 9-12月 1-4月 5-8月 9-12月 1-4月 5-8月 9-12月 1-4月 5-8月 9-12月 1-4月 5-8月 9-12月 1-4月 5-8月 9-12月

経過
1カ月 2カ月 3～6カ

月
6カ月～
12カ月

～24カ
月

 

 

親子遊びと
ピアミーティング

会議

東日本大震災 緊急・復興支援　活動の記録
(各支援分野におけるプロジェクト一覧)

2011 2012 2013 2014 2016

保健
・

栄養支援

未就学児栄養

就学児栄養

保健・医療

2015

教育支援
　

幼稚園・保育
園への支援

学校への支援

心のケア

子どもに
やさしい空間

バス遠足・保
養

個別相談

行政機能

プレイセラピー

会議

CAP

ままカフェ

イベント

子どもの保護

孤児・遺児

虐待防止

父子家庭
・

父親支援

会議

放課後の
居場所

居場所

広報
・

アドボカシー

アドボカシー

大使訪問

子どもに
やさしい
復興計画

復興会議

子どもと築く
復興まちづくり

声明と指針発表

母子ホットライン開設

給食センター修繕

給食設備・備品支援

乳幼児健診再開

保健センター建設支援

幼稚園・保育園再開

保育士派遣

仮設園舎支援

バック・トゥ・スクール2

バック・トゥ・スクー

体育大会出場

「子どもの心に寄り添って」

ガイドブック制作

避難所へ開設

子ども虐待防止世界会議名古屋 2014

研修開催

ガイドブック改訂

ガイドブック改訂

ちっちゃな図書館

ちゃっこい絵本館

バス遠足 バス遠足（福島のみ継続）

保養プロジェクト

遊び場

仮設相談室

心理士派遣（気仙）

心理士派遣（福島）

チラシ制作

釜石市子ども課への支援

講師養成

子どもとのかかわり方研修

幼稚園・保育園への個別サポート

親子の心のケア

専門家・準専門家研修

セルフケア研修

臨床心理士・保育士チーム派遣

Tegami プロジェクト

県外避難親子支援

遊びを通した心のケ

祈りのツリー／EYE SEE 祈りのツリー 祈りのツリー 祈りのツリー 祈りのツリー

国連防災世界会議

国連防災世界会議

見解発表

状況調査

里親子支援

IFCO大阪世界大会

ラジオコマーシャル

啓発資料作成 啓発 啓発 啓発 啓発

支援員養成研

地域活動支援

シンポジウムの開催

見守り事業

ワークショップ開催

★オレンジハウス

学童保育指導員研 学童保育指導員研

子ども虐待防止世界会議 名古屋 2014

国連防災世界会議

ふるさと相馬

子ども復興会議
ふるさと相馬

子ども復興会議
ふるさと相馬

子ども復興会議

ふるさと相馬

子ども復興会議

子どもが考える東日本大震災

「未来をつくる私がおとなに伝えたいこと」 △

被災地復興プラン国際提案協議への協力

各地へのヒアリング

未来の七郷

まちづくり

未来の七郷

まちづくり

未来の七郷

まちづくり

未来の七郷

まちづくり
未来の七郷

まちづくり

未来の教室ワークショップ ◇

指針案提出 新校舎完成

子どものまち・

いしのまき
子どものまち・

子どものまち・

いしのまき

子どものまち・

いしのまき
子どものまち・

公園づくりワークショップ

さとやままるごと

プレーパーク

さとやままるごと

プレーパーク
さとやままるごと

プレーパーク

公園計画提

大槌子どもの

公園づくり
仮設団地内公園完成

仮設団地内公園完

成

放課後児童クラブ再建支援

プレーカー出張による遊び場

シンポジウム開催

東日本大震災子ども支援意見交換会

子ども支援ネットワーク

レーク事務局長・黒柳大使・アグネス大使 被災地訪問

長谷部選手 被災地訪問

レーク事務局長、アグネス大使、仙台

でのユニセフシンポジウムに登壇

アグネス大使被災地訪問

ユニセフ親善大使ベルリン・フィルハーモニー・オーケストラ被災地訪問

養成研修開催

未就学児家庭への食生活指導と調査

栄養補給支援

朝食・補食支援

医師・歯科医師派遣

ボランティアのみなさん

に子どもの接し方研修

ボランティアのみなさ

んに子どもの接し方研

家庭のリスクと

子どもの保護

家庭のリスクと

子どもの保護

「子どものまち」

に冒険遊び場

「遊び」

心理ケアとして、居場所として

※バス遠足・ママカフェへ吸収保養プロジェクト交流会 / ママカフェ研修実

レーク事務局長・黒柳大使・アグネス大使 被災地訪問

行政による予防接種再開

インフルエンザ予防接種支援インフルエンザ予防接種支援

大槌子どもの

公園づくり

※<6つのアイコンを並べる>は、支援活動の分野を示すアイコンです。アイコンがついているプロジェクトは、分野横断的な支援であったことを表します。

例：「保健・栄養支援」の一つである「母子ホットライン開設 」は、「心のケア支援」や「子どもの保護支援」としても活動したプロジェクトです。

長谷部選手

アグネス大使

黒柳大使

ユニセフ事務局長アンソニー・レーク

ベルリン・フィルハーモニー大使

「ハッピーバースデイ 3.11」公開

子ども支援ネットワーク（東日本大震災子ども意見交換会）アドボカシー

広報
・

アドボカシー
活動報告書

映像

シンポジウム

親善大使や
著名人による
被災地訪問

「未来をつくる私がおとなに伝えたいこと」

子ども虐待防止世界会議 名古屋 2014

国連防災世界会議

IFCO大阪世界大会

5年レポート4年レポート3年レポート2年レポート1年レポート6カ月レポート

プレーカー出張による遊び場支援とプレーリーダー養成

放課後児童クラブ再建支援

子どもの公園づくり支援

公園計画提出公園づくりワークショップ

さとやままるごと プレーパーク

子どものまち・いしのまき（プレーカーも参加）

未来の教室ワークショップ　

未来の七郷まちづくり

各地へのヒアリング

被災地復興プラン国際提案協議への協力

ふるさと相馬 子ども復興会議

子どもが考える東日本大震災
復興会議

子どもと築く
復興まちづくり

居場所

プレーカー事業報告会

子どもに
やさしい
復興計画

（2016年9月新校舎完成）

学童保育指導員研修

オレンジハウス

見守り事業

「お父さん支援員」養成研修

「児童虐待防止推進月間」事業への支援

啓発クリアファイル

ラジオコマーシャル

里親子支援

状況調査

見解発表

孤児・遺児

虐待防止

父子家庭
・

父親支援

子どもへの
暴力防止
（CAP）

放課後の
居場所

研修

「お父さん支援員」地域活動支援

父親支援のためのシンポジウム

ワークショップ講師養成研修開催

CAPワークショップ開催

CAP啓発チラシポスター

子どもの保護

「デートDV」冊子

「家庭のリスクと子どもの保護」研修

ガイド・サポートファイル

報告書

学童保育施設

祈りのツリー祈りのツリー祈りのツリー祈りのツリー祈りのツリー

Tegami プロジェクト

個別相談・遊びを通した親子の心のケア

ままカフェ

臨床心理士・保育士チーム派遣(福島県）

セルフケア研修

専門家・準専門家研修

親子の心のケア

幼稚園・保育園への個別サポート

子どもとのかかわり方研修

研修講師養成

釜石市子ども課への支援

心のケアチラシ

仮設相談室

心理士派遣（気仙地区）

心理士派遣（福島県）

児童生徒再会の集い(福島県）

親子の保養・交流事業（福島県）

バス遠足・外遊び（福島県のみ継続）バス遠足・外遊び

子ども図書室

ちゃっこい絵本館

ちっちゃな図書館

研修開催

キャンペーン

県外避難
親子支援

子ども健康
プログラム

親子遊びと
ピアミーティング

遊びを通した
心のケア

行政への支援

個別相談

再会の集い

バス遠足・保養

心のケア

子ども健康プログラム(福島県）

『遊びを通した子どもの心の安心サポート』

EYE SEE

『子どもにやさしい空間ガイドブック』

『子どもの心に寄り添って』

避難所に開設　

子どもに
やさしい空間

体育大会出場　

バック・トゥ・スクール2

バック・トゥ・スクール

保育所避難記録

仮設園舎

保育士派遣

幼稚園・保育園再開支援

就学児

未就学児
教育支援

仮設保健センター

行政による予防接種再開支援

インフルエンザ予防接種支援インフルエンザ予防接種支援

乳幼児健診実施支援

医師・歯科医師派遣

給食設備・備品支援

給食センター修繕　

朝食・補食支援

栄養補給支援

未就学児家庭への食生活指導と調査

母子ホットライン開設　

声明と指針発表

保健・医療

就学児栄養

未就学児栄養

保健
・

栄養支援

20162015　2014　201320122011

～24
カ月

6～12
カ月

3～6
カ月

2カ月１カ月

経過

支援分野
9-12月5-8月1-4月9-12月5-8月1-4月9-12月5-8月1-4月9-12月5-8月1-4月9-12月5-8月1-4月9-12月緊急フェーズ

記号説明　　　　      建設支援　　　　　    制作物

(各支援分野におけるプロジェクト一覧)
日本ユニセフ協会  東日本大震災 緊急・復興支援  活動の記録

©(公財)日本ユニセフ協会

例：「母子ホットライン開設 」は、「保健・栄養支援」の一つとして実施したものですが、「心のケア」や「子どもの保護」のためにも重要な活動だと捉えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、支援活動の分野を示すアイコンです。アイコンがついているプロジェクトは、その分野にも関連があることを表します。

©(公財)日本ユニセフ協会

例：「母子ホットライン開設 」は、「保健・栄養支援」の事業として実施したものですが、これにより「心のケア」や「子どもの保護」にもつながりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、支援活動の分野を示すアイコンです。アイコンがついているプロジェクトは、そのアイコンの分野にも関連があるまたは連携して実施したことを表します。


