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地
域
社
会
に
参
加
し
た
い
で
す
か
？

こ
の
原
稿
で
は
、
現
在
ま
た
は
退
職
後
に
、
地

域
の
人
と
交
流
し
た
り
、
地
域
活
動
に
参
加
し
た

り
し
て
、
地
域
社
会
に
居
場
所
を
つ
く
る
た
め
の

方
法
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
伝
え
し
ま
す
。

筆
者
は
「
地
域
参
加
の
し
か
た
に
つ
い
て
教
え

て
ほ
し
い
」と
い
う
本
誌
通
信
員（
読
者
モ
ニ
タ
ー
）

の
要
望
を
受
け
執
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
実
際
に
ど
の
程
度
、
地
方
公
務
員
の
み
な
さ

ん
が
ニ
ー
ズ
を
感
じ
て
い
る
の
か
傾
向
を
つ
か
み
た

い
と
思
い
、全
国
各
地
の
地
方
公
務
員
の
方
々
（
所

属
課
も
さ
ま
ざ
ま
）
に
独
自
ア
ン
ケ
ー
ト
の
協
力

を
お
願
い
し
ま
し
た
。
20
代
か
ら
50
代
ま
で
ま
ん

べ
ん
な
く
、
男
女
70
名
以
上
の
回
収
か
ら
つ
か
め

た
傾
向
は
【
図
表
1
】
の
通
り
で
す
。

各
項
目
の
特
徴
を
大
ま
か
に
言
え
ば
、
次
の
よ

う
に
な
り
ま
す

─
「
現
在
、
地
域
の
人
と
の
交

の
場
合
、
個
人
の
趣
味
や
関
心
に
よ
る
つ
き
あ
い

は
、
地
域
の
人
と
の
つ
き
あ
い
と
別
次
元
の
よ
う

に
と
ら
え
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
地
域
参
加
と
言
っ

て
も
、
地
域
で
気
の
合
う
人
と
の
ゆ
る
や
か
な
つ

な
が
り
や
つ
き
あ
い
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
人
も
い

ま
す
。

考
え
て
み
る
と
、
地
方
公
務
員
の
方
々
が
地
域

社
会
へ
の
参
加
の
と
ら
え
方
が
同
じ
で
な
い
と
す

れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
地
域
住
民
が
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
て
い
る
の
か
も
一
様
で
な
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ

ま
す
。
地
域
住
民
の
た
め
に
仕
事
を
し
て
い
る
地

方
公
務
員
の
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
把
握

す
る
こ
と
は
重
要
な
基
礎
資
料
に
な
る
と
思
い
ま

し
た
。

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
20
代
の
方
が
、
将

来
30
年
後
に
自
分
が
退
職
し
た
時
代
の
地
域
社
会

が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
で
の
地
域
社
会

へ
の
参
加
の
あ
り
方
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
想
像

し
た
場
合
、
今
と
同
じ
姿
で
は
な
い
こ
と
は
予
想

流
程
度
は
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
現
職
の
今
も
地
域
活

動
に
参
加
し
た
い
と
思
う
割
合
は
多
く
、
退
職
後

は
そ
の
割
合
が
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
そ
し
て
、

地
域
社
会
に
居
場
所
を
つ
く
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ

講
座
に
つ
い
て
は
、
必
要
性
が
出
た
ら
受
講
し
た

い
と
い
う
人
も
含
め
て
9
割
も
受
講
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
」。

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
自
由
記
述
も
設
け
ま
し
た
。

そ
の
内
容
か
ら
う
か
が
え
た
の
は
、
現
職
時
は
仕

事
が
忙
し
い
中
で
も
何
ら
か
地
域
社
会
に
か
か
わ

り
た
い
と
願
い
、
そ
の
た
め
の
方
法
や
き
っ
か
け
な

ど
を
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
る
割
合
が
多
い
こ
と

で
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
気
づ
い
た
の
は
、
地
域

社
会
へ
の
参
加
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
様
で
は
な
い

よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

あ
る
人
は
、
地
域
社
会
と
言
う
と
、
町
内
会
な

ど
住
民
が
組
織
的
に
活
動
す
る
自
治
会
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
、
そ
こ
へ
の
参
加
は
ど
こ
か
全
員
参
加
で

強
制
的
な
雰
囲
気
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ

地
域
社
会
に
居
場
所
を
つ
く
る
、

あ
な
た
の
ま
ち
の

生
涯
学
習
・
社
会
教
育
講
座

松田 道雄
東北芸術工科大学芸術学部

総合美術コース教授
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さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
地
域
社
会
へ
の
参
加
の
し
か

た
は
社
会
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
の
で
常
に
学

ん
で
い
く
必
要
性
が
あ
り
ま
す
。

地
域
社
会
の
居
場
所
と
は
？

居
場
所
と
は
、
自
分
が
普
段
そ
こ
に
い
る
場
所

や
、
自
分
に
と
っ
て
心
地
よ
い
場
所
、
日
常
生
活

の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
場
所
、
く
つ
ろ
げ
る

場
所
な
ど
、
自
分
が
生
活
し
て
い
る
中
で
大
切
に

感
じ
ら
れ
る
場
所
を
指
し
ま
す
。
今
の
み
な
さ
ん

の
居
場
所
は
、
ど
こ
で
し
ょ
う
か
？　

仕
事
が
生

き
が
い
で
職
場
が
居
場
所
と
い
う
人
も
い
る
で
し

ょ
う
。
仕
事
帰
り
の
行
き
つ
け
の
飲
み
屋
も
あ
り

ま
す
。
家
庭
の
茶
の
間
や
、
自
分
の
部
屋
と
い
う

人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
職
場
や
家
庭
以
外
で
も
、

趣
味
の
サ
ー
ク
ル
、
毎
日
走
っ
て
い
る
コ
ー
ス
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
居
場
所
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
毎
日
勤
務
し
て
い
る
職
場
を
退
職
す

れ
ば
、日
中
、家
に
い
る
時
間
が
大
半
に
な
り
ま
す
。

地
域
社
会
の
中
に
家
以
外
に
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る

居
場
所
を
つ
く
る
こ
と
は
、
年
齢
と
と
も
に
家
に

閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
る
こ
と
を
防
ぎ
、
家
族
以

外
の
人
と
の
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
で
人
と
し
て
の

生
き
方
を
学
び
直
し
、
生
き
が
い
を
見
出
し
続
け
、

ま
た
、
社
会
的
な
助
け
合
い
を
育
む
こ
と
に
な
り

ま
す
。

現
在
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
し
て
ネ
ッ

ト
上
で
の
新
た
な
人
と
の
出
会
い
や
仲
間
づ
く
り

も
容
易
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、一
人
の
人
間（
生
命
・

物
体
）
と
し
て
住
ん
で
い
る
場
所
か
ら
行
き
来
で

き
る
範
囲
の
地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
は
こ
れ
か

ら
も
不
可
欠
で
す
。
高
齢
に
な
っ
て
の
夫
婦
暮
ら

し
、
一
人
暮
ら
し
を
想
像
し
て
み
れ
ば
、
地
域
社

会
に
居
場
所
を
つ
く
る
こ
と
の
意
味
は
ま
す
ま
す

重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
先
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

多
く
の
人
が
、
退
職
後
に
地
域
社
会
と
の
つ
な
が

り
の
必
要
性
と
、
居
場
所
を
つ
く
る
た
め
の
ノ
ウ

ハ
ウ
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。

公
民
館
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
）

に
行
こ
う
！

そ
も
そ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
自
治
体
に
は
ち

ゃ
ん
と
市
民
が
地
域
参
加
で
き
る
施
設
と
機
会
が

用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
民
館
や
そ
れ
に
相
当
す

る
施
設
で
す
。
ま
ず
み
な
さ
ん
に
薦
め
る
こ
と
は
、

お
住
ま
い
に
近
い
公
民
館
な
ど
の
施
設
に
足
を
運

び
、
そ
の
中
で
ど
ん
な
講
座
や
行
事
や
サ
ー
ク
ル

１．現在、地域の人との交流はありますか

２．現在、地域活動に参加したいと思いますか

３．退職後に、地域活動に参加したいと思いますか

４．地域社会に参加し居場所をつくるノウハウを学ぶ講座への受講したいと思いますか

0 20 40 60 80 100

ほとんど
思わない少し思う大いに思う

0 20 40 60 80 100

ほとんどない

2014年9月：松田道雄実施

少しある十分にある

0 20 40 60 80 100

少し思う大いに思う ほとんど
思わない

0 20 40 60 80 100

（％）

（％）

（％）

（％）

受講したい
と思わない必要が出たら受講したい

今でも
受講したい

図表1　地方公務員の地域参加について独自アンケートの結果
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活
動
な
ど
が
さ
れ
て
い
る
の
か
案
内
な
ど
に
目
を

通
し
、
関
心
あ
る
も
の
を
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
と

い
う
こ
と
で
す
。

公
民
館
は
地
域
住
民
の
学
習
拠
点
と
な
る
日
本

独
自
の
社
会
教
育
施
設
で
す
。
各
自
治
体
の
生
涯

学
習
課
や
社
会
教
育
課
が
管
轄
し
て
い
ま
す
。
そ

の
法
的
な
根
拠
は
、
教
育
基
本
法
第
3
条
「
生
涯

学
習
の
理
念
」、
12
条
「
社
会
教
育
」
を
受
け
て
、

社
会
教
育
法
第
22
条
に
「
公
民
館
の
事
業
」
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
【
図
表
2
】。

自
治
体
に
よ
っ
て
は
、
公
民
館
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
変
わ
っ
て
、
地
元
の
住
民
団

体
が
管
理
運
営
し
た
り
と
、
現
在
の
公
民
館
的
な

施
設
は
多
様
化
し
て
い
ま
す
が
、
ど
こ
の
自
治
体

に
も
市
民
が
地
域
活
動
に
参
加
す
る
き
っ
か
け
と

な
る
公
共
的
施
設
は
あ
り
ま
す
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
場
合
は
、
社
会
教
育
法
の
適
用

は
さ
れ
ま
せ
ん
）。

2
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

一
般
に
、
人
間
集
団
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、「
地

縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
「
テ
ー
マ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

に
分
け
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
縁
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
は
、
土
地
の
つ
な
が
り
に
よ
る
ご
近
所
か
ら

地
域
に
広
が
る
つ
き
あ
い
で
す
。
近
所
づ
き
あ
い

や
社
会
集
団
の
一
員
と
し
て
の
町
内
会
の
活
動
な

ど
は
、
日
頃
の
社
会
集
団
生
活
の
維
持
と
と
も
に
、

災
害
時
な
ど
い
ざ
と
い
う
時
の
助
け
合
え
る
関
係

性
づ
く
り
も
含
め
て
重
要
で
す
。
テ
ー
マ
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
は
、
自
分
の
関
心
あ
る
こ
と
が
ら
で
の
人

間
関
係
の
つ
き
あ
い
で
す
。
趣
味
だ
け
で
は
な
く
、

仕
事
も
含
ま
れ
ま
す
し
、
今
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ

ト
上
で
人
間
関
係
の
輪
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
く

こ
と
も
で
き
ま
す
。

地
域
社
会
と
言
う
と
、
地
縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

み
を
思
い
が
ち
で
す
が
、
地
区
の
公
民
館
の
中
で

で
も
、
趣
味
の
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
多
彩
な
テ
ー

マ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
地

域
社
会
に
は
2
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
混
在
し
て
い

る
と
と
ら
え
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
公
民
館
の
サ
ー
ク
ル
活
動
に
参
加
し

て
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
の
生
き
が
い
づ
く
り
の

一
つ
に
な
っ
た
と
し
ま
す
。
そ
の
活
動
の
メ
ン
バ
ー

の
中
で
親
し
い
人
が
で
き
て
、
サ
ー
ク
ル
の
時
間
外

に
ラ
ン
チ
や
お
茶
飲
み
を
と
も
に
し
な
が
ら
お
互
い

に
日
常
生
活
の
相
談
な
ど
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

り
す
れ
ば
、
サ
ー
ク
ル
活
動
と
そ
の
延
長
の
仲
間

づ
き
あ
い
の
全
体
が
、
一
つ
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
（
生

態
系
）
の
よ
う
に
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
地
域
社

会
の
居
場
所
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
【
図
表
3
】。

そ
の
よ
う
に
見
直
す
と
、
地
域
社
会
に
居
場
所

を
つ
く
る
と
は
、
一
つ
の
場
所
概
念
を
超
え
て
自

分
の
生
き
が
い
や
人
間
関
係
づ
く
り
ま
で
を
包
括

的
に
含
め
た
、
自
分
な
り
の
主
観
的
な
感
情
と
行

動
の
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
と
言
え
ま
す
。

学
習
講
座
を
あ
な
た
の
居
場
所
に

公
民
館
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
利
用

【公民館内】

地域社会の居場所

定期的なサークル活動
生きがいづくり

【公民館外】

ランチやお茶飲みのつきあい
親友

　悩み相談　など

図表2　社会教育法（一部抜粋）

図表3　地域社会の居場所概念例

第二十二条　公民館の事業
一　定期講座を開催すること。
二　討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を

開催すること。
三　図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を

図ること。
四　体育、レクリエーション等に関する集会を開催

すること。
五　各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六　その施設を住民の集会その他の公共的利用に供

すること。
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の
中
で
も
、
イ
ベ
ン
ト
や
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
へ
の

参
加
以
上
に
、
み
な
さ
ん
に
学
習
講
座
へ
の
参
加

を
特
に
お
勧
め
し
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
学
習
講
座

は
、
特
定
の
趣
味
教
養
を
講
師
の
先
生
か
ら
一
方

的
に
学
ぶ
講
座
で
は
な
く
、
地
域
参
加
や
人
間
関

係
づ
く
り
自
体
を
主
題
に
し
て
い
る
ア
ク
シ
ョ
ン

（
活
動
）
型
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
企
画
実
践
）
型

の
学
習
講
座
で
す
。な
ぜ
、学
習
講
座
か
と
言
え
ば
、

冒
頭
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
次
の

よ
う
な
理
由
に
よ
り
ま
す
。

サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
は
内
容
が
決
ま
っ
て
い
て
、

決
ま
っ
た
仲
間
と
の
つ
き
あ
い
に
な
り
ま
す
が
、
学

習
講
座
は
、
新
た
な
考
え
方
を
学
ん
だ
り
、
新
た

な
興
味
関
心
事
を
広
げ
た
り
、
新
た
な
人
と
出
会

う
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。
地
域
社
会
へ
の
か
か

わ
り
方
は
、
か
つ
て
の
社
会
の
よ
う
に
一
様
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
地
域
に
住
ん
で
い
て
も
、
暮

ら
し
方
、
働
き
方
、
消
費
生
活
な
ど
は
多
様
化
し

て
個
人
差
が
あ
り
、
以
前
よ
り
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

権
利
は
意
識
さ
れ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
な
ど
も

発
達
し
て
い
る
中
、
地
域
社
会
に
ど
の
よ
う
に
か

か
わ
れ
ば
い
い
の
か
、
だ
れ
も
が
多
か
れ
少
な
か
れ

体
験
的
に
学
び
合
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。　

長
い
子
ど
も
時
代
は
ヒ
ト
の
特
徴
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
今
は
長
い
高
齢
時
代
も
ヒ
ト
の
特
徴

で
あ
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の

教
育
の
重
要
性
を
説
く
根
拠
は
、
長
い
子
ど
も
時

代
に
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
、
人
間
形
成
と
集
団

社
会
の
維
持
発
展
に
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

同
様
に
考
え
れ
ば
、
長
い
高
齢
時
代
も
ま
さ
に
、

ど
の
よ
う
に
生
き
が
い
を
求
め
、
社
会
や
次
世
代

に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
学
習
し
続
け
る

こ
と
を
保
障
す
る
根
拠
に
な
り
ま
す
。

長
寿
社
会
に
お
け
る
大
人
の
学
習
（
成
人
学
習
）

の
重
要
な
内
容
は
、
生
き
が
い
を
見
出
す
学
習
と
、

人
間
関
係
を
つ
く
る
学
習
と
、
社
会
に
貢
献
す
る

こ
と
を
学
ぶ
学
習
で
す
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
地
域

社
会
に
居
場
所
を
つ
く
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き

ま
す
。
団
塊
世
代
の
退
職
後
、
各
地
の
自
治
体
で

は
、
こ
れ
ま
で
会
社
人
間
と
し
て
高
度
経
済
成
長

を
支
え
て
き
た
人
々
が
、
こ
れ
か
ら
は
地
域
デ
ビ

ュ
ー
を
し
て
地
域
社
会
人
と
し
て
地
域
を
支
え
て

い
く
一
員
に
な
る
こ
と
を
支
援
す
る
講
座
が
開
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
教
育
と
言
え
ば
、

子
ど
も
の
教
育
を
指
し
て
い
ま
し
た
が
、
高
齢
社

会
の
進
展
に
よ
っ
て
、
大
人
の
教
育
（
成
人
学
習
）

の
需
要
と
重
要
性
が
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

筆
者
は
、
各
地
の
地
域
参
加
を
学
ぶ
大
人
の
学

習
講
座
の
実
践
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
東
京
都

杉
並
区
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
主
催
「
す
ぎ
な
み
大

人
塾
」、
栃
木
県
下
野
市
生
涯
学
習
課
主
催
「
し

も
つ
け
大
人
塾
」、青
梅
市
社
会
教
育
課
主
催
「
青

梅
ま
ち
づ
く
り
工
房
」
な
ど
で
す
。
そ
れ
ら
の
講

座
に
は
、
退
職
さ
れ
た
方
だ
け
で
な
く
、
子
育
て

中
の
お
母
さ
ん
も
い
れ
ば
、
現
職
の
弁
護
士
さ
ん

な
ど
も
参
加
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
土
曜
日

開
催
の
講
座
に
は
、
病
院
の
副
院
長
さ
ん
や
自
治

体
職
員
の
方
も
参
加
さ
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
受

講
動
機
も
、
地
域
生
活
へ
の
関
心
と
地
域
の
人
と

の
か
か
わ
り
づ
く
り
な
ど
で
す
。
最
近
は
さ
ら
に
受

講
年
齢
も
高
く
な
り
、
元
気
な
高
齢
者
像
が
ま
す

ま
す
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
感
じ
で
す
。

【
図
表
4
】
は
、
2
0
1
4
年
の
夏
、
東
京
都

青
梅
市
の
広
報
紙
に
紹
介
さ
れ
た
講
座
「
青
梅
ま

ち
づ
く
り
工
房
」
の
案
内
記
事
で
す
。
41
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
た
写
真
は
、
2
回
目
の
講
座
風
景
で
す
。

筆
者
は
こ
の
講
座
の
講
師
を
担
当
し
ま
し
た
。
講

師
と
言
っ
て
も
、
知
識
を
講
義
の
み
で
伝
え
た
り
、

カ
ル
チ
ャ
ー
講
座
の
講
師
の
よ
う
に
技
術
を
一
方

図表4　「広報おうめ」平成26年8月15日より



4040

的
に
教
え
る
と
い
う
役
割
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
受

講
す
る
市
民
が
主
役
に
な
っ
て
地
域
活
動
し
て
い

く
こ
と
を
後
押
し
す
る
よ
う
な
役
割
で
す
。
成
人

学
習
で
は
学
習
支
援
者
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
講
座
で
は
、
行
政
の
講
座
事
務
担
当

者
と
筆
者
の
よ
う
な
学
習
支
援
者
が
チ
ー
ム
を
つ

く
っ
て
実
施
運
営
し
て
い
ま
す
。

何
を
学
ぶ
か
？

―
―
互
恵
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

青
梅
市
の
講
座
に
は
、「
あ
な
た
の
趣
味
や
特

技
を
街
に
生
か
す
講
座
」
と
い
う
説
明
文
が
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
筆
者
が
担
当
す
る
福
梅
コ
ー
ス

に
は
「
だ
が
し
や
楽
校
（
が
っ
こ
う
）」
と
言
う
奇

妙
な
名
前
が
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
筆
者
が
駄

菓
子
屋
の
調
査
研
究
か
ら
発
案
し
た
集
い
で
す
。

か
つ
て
そ
こ
い
ら
に
あ
っ
た
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
子

ど
も
相
手
に
小
さ
な
店
を
開
い
て
い
た
駄
菓
子
屋
。

そ
の
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
は
店
主
の
高

齢
者
か
ら
癒
し
を
得
、
高
齢
者
は
子
ど
も
た
ち
か

ら
元
気
を
も
ら
っ
て
互
恵
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
営
ん
で
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
駄
菓
子
屋
だ
け
の
こ
と
で

は
な
く
、
地
域
社
会
に
人
と
人
が
つ
な
が
る
た
く

さ
ん
の
関
係
性
や
協
働
性
が
混
在
し
て
い
た
こ
と

を
提
起
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
子
だ
く
さ
ん
時
代
に
商
い
が
成
り
立

っ
て
い
た
高
齢
者
の
店
の
価
値
（
関
係
性
の
滋
養
）

は
、
少
子
高
齢
社
会
に
お
い
て
も
反
転
す
れ
ば
活

用
で
き
る
と
考
え
、多
く
の
高
齢
者
や
市
民
が「
店
」

図表5　対話学習のワークショップ・ドリルトレーニングシート

２人組になり向かい合って対話をしましょう。
２人は、人間関係の最小単位です。相手と向か

い合って話し合う対話は、他者とのかかわり合い
を学ぶ基本です。相手と目を合わせ、相手の話に
耳を傾け、頭をフル回転させて真摯に相手の思い
をくみとりながら話し合う会話のキャッチボール
をしましょう。

練習１　気楽な世間話。
練習２　一方が聞き役または引き出し役になっ

て、相手のためになることを考える支
援対話。

練習３　ある課題を二人で協力して解決する創
造対話。

対話学習で鍛えることができる行為には次のよ
うなものがあります。

笑顔、与える（話しかける、教える、提案する
……）、受けとる（うなずく、聞く、学ぶ……）、
広げる（深める、発展させる）、働きかける、引き
出す、立場を変える、１つになる（合意する、組
み合わせる、結びつける）、協力する（共同する、
分業する）……。
出典：『人とかかわるコミュニケーション学習帳』（日本地域社会
研究所、2014年）

対話学習チェックカード

氏名　　　　　　　　　　　　　　 ／　　　　　年　　月　　日

話の時間　　　　　分／　場所

相手

要素 思い出しチェック（回数）　□

1　笑顔 □　□　□　□　□　□　□　□

2　話しかける □　□　□　□　□　□　□　□

3　うなずく □　□　□　□　□　□　□　□

4　働きかける □　□　□　□　□　□　□　□

5　引き出す □　□　□　□　□　□　□　□

6　提案する □　□　□　□　□　□　□　□

7　広げる深める □　□　□　□　□　□　□　□

8　協力する □　□　□　□　□　□　□　□

満足度 　　5（大満足）　　4　　　　　3　　　　　2　　　　　1

✓
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の
起
源
で
あ
る
屋
台
の
形
式
に
自
分
が
関
心
あ
る

モ
ノ
を
並
べ
て
実
演
し
た
り
す
る
手
軽
な
「
見
せ
」

開
き
を
し
て
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く

り
出
す
集
い
を
発
案
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
「
だ
が

し
や
楽
校
」
と
名
づ
け
た
の
で
す
。

筆
者
が
か
か
わ
っ
て
い
る
各
地
の
学
習
講
座
で

は
、
住
民
が
「
だ
が
し
や
楽
校
」
を
開
く
こ
と
を

通
し
て
、
地
域
参
加
の
し
か
た
を
体
験
的
に
学
ぶ

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
講

座
で
は
、【
図
表
3
】
で
示
し
た
地
域
の
居
場
所

概
念
が
さ
ら
に
明
確
に
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮

さ
れ
て
い
ま
す
。
講
座
中
に
地
域
で
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
を
し
て
い
く
た
め
に
集
団
意
識
が
高
ま
り
、

講
座
後
も
自
主
活
動
と
し
て
継
続
発
展
す
る
よ
う

に
支
援
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
毎
年
の
講
座
卒
業

生
も
含
め
て
集
い
出
会
う
場
な
ど
も
事
業
主
催
者

が
年
間
計
画
に
設
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

し
く
み
が
で
き
る
の
も
住
民
だ
け
の
サ
ー
ク
ル
活
動

で
は
な
く
、
行
政
事
業
と
し
て
ス
タ
ッ
フ
が
リ
ー

ド
で
き
る
学
習
講
座
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。

こ
の
体
験
型
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
学

習
の
要
は
、
自
分
の
興
味
関
心
あ
る
こ
と
が
他
者

の
た
め
に
も
な
り
、
自
分
が
他
者
の
た
め
に
何
か

し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
他
者
か
ら
も
新
た
な
こ
と
を

学
び
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
互
恵
関
係
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
民
族
学
で
言
う
共
同

社
会
の
互
酬
性
の
原
理
で
あ
り
、「
お
互
い
様
」

と
い
う
感
覚
で
す
。

地
域
社
会
に
参
加
し
た
り
、
地
域
の
人
と
の
か

か
わ
り
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
も
日
頃

の
つ
き
あ
い
で
当
た
り
前
に
し
て
い
る
こ
と
か
と
思

い
ま
す
が
、学
習
と
し
て
示
す
と
す
れ
ば
、こ
の
「
お

互
い
様
」
の
感
覚
を
自
覚
化
す
る
こ
と
で
す
。
筆

者
は
、
人
と
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
背
後
に

潜
む
関
係
原
理
を
整
理
し
ま
し
た
。
タ
テ
・
ヨ
コ
・

ナ
ナ
メ
・
与
え
る
・
受
け
取
る
・
協
力
す
る
な
ど
、

人
間
関
係
を
56
の
関
係
原
理
に
ま
と
め
、
二
者
関

係
（
対
話
）、
三
者
関
係
の
話
し
合
い
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
ド
リ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
開
発
し
ま
し
た

【
図
表
5
】。
講
座
の
中
で
は
そ
れ
ら
を
な
る
べ
く

講
義
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や

体
験
活
動
を
通
し
な
が
ら
、
自
然
に
各
人
な
り
に

体
得
し
て
も
ら
う
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

居
場
所
づ
く
り
5
カ
条

こ
れ
ら
の
講
座
を
通
し
て
、
筆
者
が
「
講
座
が

地
域
社
会
の
居
場
所
に
な
る
」
に
配
慮
し
て
い
る

こ
と
を
5
点
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
を
心
に

留
め
て
、
み
な
さ
ん
な
り
に
地
域
社
会
に
居
場
所

を
つ
く
る
感
覚
を
つ
か
ん
で
く
だ
さ
い
（
以
下
の

視
点
は
、
い
ず
れ
も
役
所
の
仕
事
作
法
と
は
対
照

的
で
す
）。

①
飲
食
と
世
間
話

お
茶
や
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
の
場
で
は
会
話
が

は
ず
む
こ
と
は
、
だ
れ
も
が
体
験
し
て
い
ま
す
。

口
は
食
べ
る
役
割
と
話
す
役
割
を
し
て
い
ま
す
。「
話

食
同
源
」
と
言
え
ま
す
。

人
が
集
う
場
で
は
、
お
茶
の
配
慮
を
し
て
、
世

間
話
が
で
き
る
時
間
の
ゆ
と
り
を
つ
く
る
こ
と
で
、

人
と
や
わ
ら
か
い
つ
き
あ
い
が
生
ま
れ
ま
す
。
世
間

話
と
は
目
的
が
な
く
話
題
が
変
化
し
て
い
く
と
り

と
め
の
な
い
話
で
す
が
、
そ
の
会
話
の
キ
ャ
ッ
チ

ボ
ー
ル
が
人
間
関
係
づ
く
り
の
潤
滑
油
に
な
り
ま

す
（
目
的
と
論
理
思
考
に
よ
る
ま
じ
め
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
染
ま
っ
て
き
た
役
所
や
会
社
退

職
者
に
は
、
は
じ
め
は
な
じ
み
づ
ら
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
様
式
で
し
ょ
う
）。

②
分
か
ち
合
い

共
同
社
会
の
基
本
は
分
か
ち
合
う
こ
と
（
分
配
）

で
す
。
会
社
な
ど
の
競
争
社
会
で
は
利
益
の
と
り

合
い
に
明
け
く
れ
ま
す
が
、地
域
の
つ
き
あ
い
は「
お

漬
物
の
お
す
そ
分
け
」
の
よ
う
に
、
自
分
が
手
間

を
か
け
た
産
物
や
労
力
な
ど
を
他
者
に
も
分
か
ち

与
え
る
と
い
う
思
い
と
行
動
が
基
本
に
な
り
ま
す
。

90
歳
に
な
っ
て
も
家
族
や
近
所
の
人
の
た
め
に
料

理
を
つ
く
っ
て
分
け
与
え
る
こ
と
が
生
き
る
喜
び
と

平成26年10月20日開催の「青梅まちづくり工房」２回目
講座風景。参加者たちは自分の趣味や関心ごとを披露し
合いました。次回の講習からは、実際に地域のお祭りで
披露するための準備を進めていきます。
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もっと詳しく
知りたい方は…

『人とかかわるコミュニケーション
学習帳』

（日本地域社会研究所、2014年）
『駄菓子屋楽校』

（新評論、2008年）

い
う
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
先
日
出
会
い
ま
し
た
。
一

方
で
、
人
の
た
め
に
労
力
を
さ
く
こ
と
を
嫌
い
、

自
分
の
健
康
と
楽
し
み
だ
け
に
時
間
を
費
や
し
て

い
る
高
齢
者
も
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
分
か
ち

与
え
る
こ
と
を
体
験
的
に
自
覚
し
学
ぶ
こ
と
は
何

歳
に
な
っ
て
も
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

③
実
物
・
実
演

私
た
ち
の
生
活
は
た
く
さ
ん
の
モ
ノ
と
体
験
に

囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
役
所
の
仕
事
な
ど
は
文
書
と

知
識
中
心
で
す
が
、
手
や
足
も
動
か
し
五
感
を
使

う
こ
と
で
、
よ
り
私
た
ち
の
体
験
は
深
ま
り
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
常
に
、
具
体
的
な
実
物
や
実
演
の

配
慮
も
あ
る
こ
と
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
会
話

や
活
動
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

④
ゆ
る
や
か
さ

役
所
や
会
社
は
目
的
追
求
の
組
織
団
体
な
の
で
、

常
に
厳
密
な
目
的
・
計
画
・
実
行
・
評
価
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
一
方
で
、
家
庭
生
活
や
地
域
社
会
の

暮
ら
し
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
共
に
生
き
る
」

こ
と
自
体
が
存
在
価
値
に
な
り
ま
す
。
密
な
計
画

を
立
て
な
い
分
、
ゆ
る
や
か
さ
や
あ
い
ま
い
さ
や
即

興
性
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
ゆ
る
や
か
に
す
れ
ば
、

う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
ゆ

え
に
お
互
い
を
活
か
し
合
う
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
必
要
に
な
り
、
同
時
に
、
許
容
す
る
心
、

思
い
や
る
心
が
育
ま
れ
ま
す
。

⑤
開
放
系

人
も
時
間
も
閉
じ
た
活
動
で
は
な
く
、
常
に
だ

れ
も
が
出
入
り
し
て
参
加
で
き
た
り
か
か
わ
っ
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
心
が
け
ま
す
。
筆
者
が

担
当
し
た
講
座
の
調
査
で
、
受
講
者
が
最
も
効
果

の
あ
っ
た
講
座
要
素
と
し
て
「
新
た
な
人
と
の
出

会
い
」
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。「
新
た
な
人
と
の
出

会
い
」
を
実
感
す
る
た
め
に
は
、
自
分
ら
し
さ
を

他
者
に
伝
え
、
他
者
の
よ
さ
を
見
出
す
、
や
り
と

り
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
自
分
の
生
き
が
い
支
援
や
助
け
合
う
関
係

づ
く
り
に
も
つ
な
が
る
「
新
た
な
人
と
の
出
会
い
」

は
、
地
域
社
会
で
の
暮
ら
し
を
よ
り
生
き
生
き
し

た
も
の
に
し
ま
す
。

高
齢
社
会
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
高
齢
社
会
に
お
け
る
学

習
講
座
の
意
義
を
再
確
認
し
ま
す
。
退
職
後
の
地

域
参
加
の
し
か
た
と
い
う
主
題
は
、
私
た
ち
自
身

が
高
齢
者
当
事
者
に
な
っ
た
時
に
何
を
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
ま
で
高
齢
社
会
と
い
う
と
、
老
人
ホ
ー
ム

や
介
護
施
設
な
ど
の
福
祉
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

が
叫
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
今
は
あ
ち
こ
ち
に
高
齢

者
施
設
が
で
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
人
は
だ
れ

で
も
介
護
の
お
世
話
に
な
り
た
く
な
い
の
で
、
ア

ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
と
い
う
こ
と
ば
も
流
行
っ
た
よ
う

に
、
健
康
に
気
を
く
ば
り
若
々
し
く
元
気
に
過
ご

し
て
い
る
高
齢
者
は
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
今
は
、
介
護
予
防
と
健
康
維
持
が
中
心
課
題

に
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
26
年
版
厚
生
労
働
白
書

の
タ
イ
ト
ル
『
健
康
長
寿
社
会
の
実
現
に
向
け
て 

〜
健
康
・
予
防
元
年
』
は
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
ま

す
。と

は
い
え
、
高
齢
者
個
々
人
が
自
身
の
健
康
寿

命
に
ば
か
り
執
着
す
る
利
己
的
な
高
齢
者
像
で
は
、

地
域
社
会
は
ば
ら
ば
ら
に
孤
立
化
し
、
世
代
間
は

断
絶
し
ま
す
。
高
齢
者
も
ラ
イ
フ
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
生

涯
学
習
）
と
し
て
、
他
者
に
気
を
く
ば
り
、
ど
う

助
け
合
っ
て
地
域
社
会
を
生
き
る
か
、
次
世
代
の

た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
学
び
続
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
高
齢
社
会
像
を
こ
の
3
つ
の
ス
テ
ー
ジ

で
と
ら
え
て
み
る
と
、
今
回
の
主
題
は
、
こ
れ
か

ら
の
高
齢
社
会
を
、
当
事
者
に
な
る
私
た
ち
自
身

が
ど
の
よ
う
に
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い
う
問
い
に
な

り
ま
す
【
図
表
6
】。
み
な
さ
ん
の
ま
ち
の
学
習
講

座
か
ら
、
み
な
さ
ん
自
身
が
参
加
す
る
当
事
者
に

な
っ
て
、
よ
り
よ
い
地
域
社
会
の
姿
を
つ
く
り
出

し
て
く
だ
さ
い
。

第一期 社会福祉施設とサービス
（介護が必要になった場合の保障）

第二期 健康寿命をめざす教室活動
（介護を予防するサービス）

第三期 生涯現役の地域市民講座
（地域社会の主体的役割の学習）

図表6　高齢社会のパラダイム


