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滋賀県社
協の

オリジナ
リティは

　　どこ
にあるの

か？

社会福祉協議会の存在意義とは何か。

滋賀県社協のオリジナリティはどこにあるのか。

渡邉会長が就任時から今日まで変わらず提起し続けてきた視点です。

70周年記念誌においても次のように職員に話をしています。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　

社会福祉法には『地域福祉の推進を図る』ことが社協の目的※とある。

では地域福祉とは何か、私たちは何を推進する組織なのか。

その問いへの答えをくれたのは地域の実践者だった。

これが地域福祉なのかと思える数々の取り組みとの出会いがあり、

それらの実践を滋賀県社協と結びつけたいという思いでここまでやってきた。

＊　＊　＊　＊　＊　＊

国が決めた役割を果たすだけの組織に埋没せず、

しくみをつくり政策提言機能を持つ組織であり続けよう。

そのためにはSOSを出せない人、訴えにくい人、

自分の言葉で話すことができない人たちの声をいかに伝えていくか。

―――――――― そこに気付ける職員が増えればうれしい。

これまでともに取り組みを進めてきた渡邉光春と金子秀明が

福祉滋賀と滋賀県社協のオリジナリティについて語り合います。

※ p.09「そもそも『社協』って？？」をご参照ください。

渡邉 光春 （わたなべ みつはる／写真左）

滋賀県社会福祉協議会 会長

2013（平成25）年より現職。「滋賀の縁創
造実践センター」発起人であり代表理事

（平成26～30年度）。その理念と実践を
県社協へと継承する際、「この法人が目
指す地域福祉とは誰もが『おめでとう』と
誕生を祝福され、『ありがとう』と看取ら
れる共生社会であり、その実現のため

『ひたすらなるつながり』の理念のもと、
不断の地域福祉実践を行う」と定款に明記。

金子 秀明 （かねこ ひであき／写真右）

社会福祉法人 さわらび福祉会 理事長
滋賀県社会福祉協議会 理事

1984（昭和59）年さわらび共同作業所入
職。現在は甲賀市・湖南市で障害者の通
所事業や、相談支援事業、グループホー
ムの運営を行う。精神障害者の地域生活
支援、ひきこもりの方々への支援等、相談
支援を中心に活動。

居場所の時代

社会活動家 ⁄ 
東京大学特任教授

湯浅 誠さん

福祉論壇
ろ ん だ ん

ふ くし

’50s
’60s

’10s
’20s

’70s
’80s

’90s
’00s

しがらみ つながり

個 孤

つながりを生み出す場が「居場所」なので、今は

居場所について考えざるを得ない、居場所の時

代なのだと思う。

以上のことを図にすると、下記のようになる。

世の中がつながりで溢れるようになれば、それは

またしがらみに転化するだろう。ユートピアはな

く、時代は循環していく。しかし同時に、今私た

ちは右上のコーナーを回ったばかり、つまりこの

時代は始まったばかりだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　すうせい

私たちはこうした時代の趨勢の中で2030年の

SDGs最終年を迎える。何ができ、何をなすべき

か。引き続き考えていきたい。

なぜこんなふうにこども食堂が増えたり、政府が

「こどもの居場所づくり」について審議会を設け

たりするのか――それは、今という時代が「居場

所の時代」だからではないか、と私は考えている。

私の両親は、それぞれの出身地を1950年代に出

て、東京で就職、お見合い、結婚し、兄と私を産

んで核家族を形成した。当時は、しがらみから逃

れて個人として確立することが現代的な生き方

だったし、1980年代の消費社会化はそれをさら

に推し進めた。

しかし1990年代のバブル崩壊以降は、徐々に雰

囲気も変わり、個人の「こ」は孤立の「こ」でもあ

る、となっていった。それは社会的排除を受けた、

たとえばホームレスの人たちから始まったが、

徐々に世の中に広がっていき、2000年代半ばに

は、孤立死・孤独死が散発的なニュースになって

いった。

段階がさらに進んだのは2010年代だったと思う。

NHKが「無縁死 ３万２千人の衝撃」というNHK

スペシャルを放映したのが2010年1月、翌年3月

には東日本大震災が起き、「絆」がスローガンと

なった。人口減少、消滅可能性都市、限界集落と

いったワードが飛び交う中、「寄り添う」「伴走す

る」といったフレーズを企業も使うようになり、そ

して2020年からのコロナ禍は、私たちに「つなが

り」を意識させた。
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社会福祉法人
滋賀県社会福祉

協議会 70周年
記念事業

福祉滋賀のレガシー
実践の軌跡とフィロソフィー

滋賀の福祉の発展に貢献した6名

（4組）の「滋賀の福祉人」を紹介す

るブックレット。本文に登場する浅

居茂氏の実践と思想もシリーズの

第１巻で取り上げている。

滋賀県社協ウェブサイトの「広報物」

ページで「福祉滋賀のレガシー」を

キーワードに検索！または以下の

二次元コードよりご覧いただけます。

滋賀の福祉と県社協

過去から現在、そして未来へ

現
場
人
、福
祉
人
と
は

[金
子
}
渡
邉
さ
ん
と
深
く
関
わ
る

き
っ
か
け
は
、１
９
９
７
年
に
滋
賀

県
で
開
催
さ
れ
た「
滋
賀
の
健
康
福

祉
を
創
造
す
る
１
３
０
人
会
議
」で

す
。当
時
私
は
共
同
作
業
所
の
職
員

で
、渡
邉
さ
ん
は
滋
賀
県
職
員
で
し

た
。利
用
者
や
家
族
の
話
を
す
る
と
、

同
じ
温
度
で
渡
邉
さ
ん
の
針
が
大
き

く
振
れ
る
の
で
す
。「
現
場
人
は
大
変

な
ん
や
」と
私
が
言
う
と
、「
こ
っ
ち

も
現
場
人
や
」と
諭
さ
れ
た
こ
と
が
、

印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。そ
の
言
葉

に
は
、ど
ん
な
思
い
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

[渡
邉
}
県
職
員
の
時
代
か
ら
、直
接

の
支
援
者
だ
け
を「
現
場
人
」と
考
え

る
の
は
お
か
し
い
、と
い
う
の
が
持

論
で
し
た
。離
れ
た
場
所
に
い
た
と

し
て
も
、サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
人
の

切
迫
感
が
わ
か
る
人
間
な
ら「
現
場

人
」で
あ
り
、「
福
祉
人
」な
の
で
は
な

い
か
と
。私
に
と
っ
て
、そ
こ
を
突
き

詰
め
る
こ
と
が
大
き
な
命
題
で
し
た
。

現
実
に
起
き
て
い
る
問
題
に
向
け
る

視
点
が
、行
政
内
に
は
乏
し
か
っ
た
。

国
で
決
ま
っ
た
制
度
を
、県
や
市
町

村
が
ル
ー
ル
に
従
っ
て
運
用
す
る
。

そ
れ
は
そ
れ
で
重
要
な
仕
事
だ
け
れ

場
の
窮
状
を
訴
え
る
先
。自
分
自
身

も
そ
う
思
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

な
の
に
、行
政
と
私
た
ち
は
、ポ
ジ

シ
ョ
ン
が
違
う
だ
け
で
実
は
同
じ
こ

と
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
│

と
い
う
こ
と
に
、渡
邉
さ
ん
た
ち
と

出
会
っ
て
気
づ
き
ま
し
た
。福
祉
の

本
質
に
つ
い
て
教
わ
っ
た
気
が
し
ま

す
。そ
れ
が
、同
じ
現
場
人
で
あ
り
、

福
祉
人
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。渡
邉
さ
ん
も
多
く
の
福
祉

人
と
出
会
わ
れ
て
き
ま
し
た
ね
。

[渡
邉
}元
滋
賀
県
職
員
の
鎌
田
昭
二

郎
さ
ん
や
川
上
雅
司
さ
ん
、厚
生
労

働
省
の
事
務
次
官
を
務
め
た
辻
哲
夫

さ
ん
た
ち
か
ら
、た
く
さ
ん
学
び
ま

し
た
。そ
の
人
た
ち
が
も
っ
て
い
た

の
は
、「
制
度
な
ん
て
人
が
つ
く
っ
た

も
の
だ
か
ら
、変
え
た
ら
い
い
」と
い

う
発
想
で
し
た
。国
や
県
の
福
祉
施

策
の
制
度
設
計
を
す
る
よ
う
な
立
場

の
人
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
で
す
。

加
え
て
、支
援
現
場
の
切
迫
感
を
語

る
金
子
秀
明
さ
ん
や
北
岡
賢
剛
さ
ん
、

浅
居
茂
さ
ん
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
福
祉
実
践
者
か
ら
も
教
え
ら

れ
ま
し
た
。

【
鎌
田
昭
二
郎
】
元
滋
賀
県
厚
生
部
長
、公

衆
衛
生
医
。乳
幼
児
の
療
育「
大
津
方
式
」を

構
築
。辻
哲
夫
、川
上
雅
司
と
と
も
に
福
祉

圏
構
想
、滋
賀
県
社
会
福
祉
学
会
の
創
設
に

尽
力
。2
0
1
0
年
逝
去
。

【
辻
哲
夫
】
元
厚
生
労
働
省
事
務
次
官
。

1
9
8
0
年
か
ら
2
年
間
の
滋
賀
県
赴
任

時
代
に
、社
会
福
祉
の
総
合
的
な
計
画
と
し

て
は
じ
め
て
と
な
る「
滋
賀
県
社
会
福
祉
計

画
」を
策
定
。地
域
福
祉
の
概
念
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
福
祉
圏
構
想
を
描
く
。現

在
、糸
賀
一
雄
記
念
財
団
理
事
長
。

【
川
上
雅
司
】
元
滋
賀
県
中
央
児
童
相
談
所

長
。鎌
田
、辻
の
も
と
で
、滋
賀
県
社
会
福
祉

計
画
に
描
く
福
祉
圏
構
想
の
具
体
化
と
福

祉
人
に
よ
る
滋
賀
県
社
会
福
祉
学
会
創
設

の
実
務
を
担
い
、現
場
目
線
で
様
々
な
実
践

を
つ
く
っ
た
。

【
北
岡
賢
剛
】
前
社
会
福
祉
法
人
グ
ロ
ー
理

事
長
。ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
〜
障
害
者
の

「
生
の
芸
術
」を
滋
賀
か
ら
世
界
に
発
信
し
、

そ
の
普
及
に
尽
力
。

【
浅
居
茂
】
前
社
会
福
祉
法
人
あ
す
な
ろ
福

祉
会
理
事
長
。1
9
6
0
年
代
か
ら
知
的
障

害
者
、精
神
障
害
者
の
就
労
と
暮
ら
し
の
場

づ
く
り
に
取
り
組
む
。本
会
70
周
年
記
念
事

業「
福
祉
滋
賀
の
レ
ガ
シ
ー
／
実
践
の
軌
跡

と
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」で
紹
介
。

し
た
。

た
だ
、ル
ー
ル
を
運
用
す
る
側
に
い

な
が
ら
、現
場
の
立
場
に
立
つ
わ
け

で
す
。ル
ー
ル
の
お
か
し
さ
を
指
摘

す
る
た
び
、大
き
な
批
判
を
受
け
て

い
ま
し
た
ね
。

原
点
は
、社
会
の
壁
へ
の
怒
り

[金
子
}
県
庁
の
人
な
の
に
、制
度
を

批
判
さ
れ
る
の
で
、驚
き
ま
し
た
ね
。

当
時
は
、今
よ
り
も
制
度
内
矛
盾
が

あ
っ
て
、私
は
常
に
怒
っ
て
い
た
の

で
す
が
、渡
邉
さ
ん
も「
自
分
を
突
き

動
か
し
て
き
た
の
は
怒
り
で
あ
る
」

と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

[渡
邉
}福
祉
事
務
所
に
い
る
と
き
に
、

手
話
通
訳
者
の
人
が
行
政
の
対
応
を

批
判
さ
れ
て
い
た
出
来
事
が
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。「
私
は
手
話
通
訳
と
い
う

肩
書
き
だ
け
れ
ど
、た
だ
の
通
訳
で

は
な
い
。耳
の
聞
こ
え
な
い
人
た
ち

の
怒
り
を
代
弁
し
て
い
る
」と
お
っ

し
ゃ
っ
て
。福
祉
事
務
所
が
手
話
通

訳
者
の
人
の
要
求
に
N
O
と
い
う
理

屈
は
、「
ル
ー
ル
で
決
ま
っ
て
い
る
か

ら
」。そ
の
こ
と
に
怒
っ
て
お
ら
れ
て
、

そ
の
方
の
仕
事
へ
の
志
の
高
さ
に
感

動
し
ま
し
た
。

ど
、い
わ
ば
既
製
服
で
す
。S
M
L
の

サ
イ
ズ
展
開
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

同
じ
L
サ
イ
ズ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
体

型
の
人
が
い
る
。一
人
ひ
と
り
に
合

わ
せ
る
に
は
、現
場
の
課
題
と
し
て

ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
視
点
が
欠
か

せ
な
い
。こ
れ
が
福
祉
の
仕
事
で
あ

り
、一
番
の
面
白
み
を
感
じ
て
い
ま

そ
の
後
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。県
庁

の
先
輩
か
ら
、「
制
度
を
知
ら
な
あ
か

ん
。制
度
を
知
ら
ず
し
て
制
度
を
批

判
す
る
な
」と
言
わ
れ
、勉
強
嫌
い
の

私
が
、必
死
で
勉
強
し
ま
し
た
。

[金
子
}当
時
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、

行
政
は
立
ち
向
か
う
先
で
あ
り
、現

社
協
の
役
割
と
は
何
か

[金
子
}
渡
邉
さ
ん
は
、若
い
頃
は
社

協
に
対
す
る
疑
問
を
投
げ
か
け
て
お

ら
れ
ま
し
た
ね
。

[渡
邉
}「
社
協
が
嫌
い
な
ん
か
」と
よ

く
問
わ
れ
ま
し
た
が
、そ
う
で
は
な

い
。社
協
自
体
は
素
晴
ら
し
く
、い
い

仕
事
が
で
き
る
は
ず
。な
の
に
、現
在

の
組
織
体
と
し
て
の
あ
り
方
は
い
か

が
な
も
の
か
、と
い
う
こ
と
を
問
い

た
か
っ
た
。「
財
源
は
公
金
な
の
に
、

社
協
は
そ
の
使
命
感
に
立
っ
て
い
る

か
」と
い
う
疑
問
が
、県
職
員
時
代
か

ら
あ
り
ま
し
た
。

日
本
全
国
の
都
道
府
県
や
い
く
つ
か

の
市
町
村
の
社
協
は
、ほ
と
ん
ど
同

じ
定
款
で
す
。そ
れ
っ
て
、お
か
し
く

な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
ぞ
れ
の
社

協
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
に
立
脚
し

た
も
の
を
つ
く
る
べ
き
で
す
。粛
々

と
委
託
事
業
だ
け
を
す
る
こ
と
が
社

協
の
本
来
業
務
で
な
い
し
、主
体
性

が
必
要
で
す
。

委
託
事
業
の
執
行
は
、福
祉
の
実
践

と
は
異
な
り
ま
す
。目
の
前
に
あ
る

現
実
に
対
し
て
、「
ル
ー
ル
だ
か
ら
仕

方
な
い
」と
言
う
だ
け
な
ら
、そ
れ
は

福
祉
の
実
践
で
は
な
い
。制
度
に
問

題
が
な
い
か
検
証
し
、現
場
の
課
題

い
て
、い
つ
も
、手
を
か
け
る
こ
と
が

必
要
な
人
ほ
ど
制
度
の
狭
間
に
お
ら

れ
る
と
感
じ
て
い
ま
し
た
か
ら
。

[渡
邉
}そ
う
思
っ
て
い
た
人
は
少
数

派
で
す
。何
の
た
め
に
、誰
の
た
め
に

縁
セ
ン
タ
ー
が
必
要
な
の
か
が
十
分

伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
参
加
を
呼

び
か
け
ら
れ
て
、県
社
協
に『
協
力
』

し
て
ん
の
に
、な
ん
で
自
分
ら
が
や

ら
な
あ
か
ん
ね
ん
」と
思
う
人
が
多

か
っ
た
。本
業
も
あ
る
の
に
そ
ん
な

こ
と
で
責
任
も
た
れ
へ
ん
、と
。「
協

力
の
気
持
ち
な
ら
帰
っ
て
く
だ
さ

い
」と
言
い
ま
し
た
。「
ど
う
か
協
力

し
て
く
だ
さ
い
、県
社
協
が
頑
張
り

ま
す
か
ら
」の
ス
タ
ン
ス
で
は
な
い

と
言
い
切
っ
て
、ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

[金
子
}「
全
部
任
せ
る
」と
言
わ
れ
て
、

制
度
の
狭
間
に
あ
る
問
題
を
制
度
に

し
て
い
け
る
の
は
す
ご
い
機
会
だ
と

思
い
ま
し
た
が
。糸
賀
先
生
の
言
う

「
自
覚
者
」で
あ
る
実
践
者
が
、集

ま
っ
て
や
る
わ
け
で
す
。介
護
も
障

害
も
子
ど
も
も
、分
野
を
超
え
て
福

祉
や
人
に
関
わ
る
み
ん
な
が
集
ま
っ

て
、い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
。本
当

に
幅
が
広
が
り
ま
し
た
。私
た
ち
に

は
な
い
発
信
力
が
、県
社
協
に
は
あ

り
ま
し
た
ね
。

を
解
散
し
、県
社
協
は
、そ
の
理
念
と

実
践
を
継
承
す
る
組
織
に
生
ま
れ
変

わ
り
ま
し
た
。定
款
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
変
え
て
、「
ひ
た
す
ら
な
る
つ
な

が
り
の
理
念
の
も
と
、不
断
の
地
域

福
祉
実
践
を
行
う
」と
い
う
一
文
が

書
き
込
ま
れ
ま
し
た
。常
に
そ
れ
が

実
践
で
き
て
い
る
か
問
わ
れ
る
わ
け

で
す
か
ら
、勇
気
が
い
る
こ
と
で
す

よ
ね
。

[渡
邉
}
そ
こ
に
、滋
賀
県
社
協
の
存

在
意
義
が
あ
り
ま
す
。全
国
一
律
で

は
な
く
、縁
セ
ン
タ
ー
の
経
験
に
基

づ
い
た
も
の
で
す
か
ら
。縁
の
理
念

は
、組
織
と
し
て
受
け
継
い
で
ほ
し

を
ど
う
改
善
す
る
か
と
い
う
思
考
に

立
っ
て
こ
そ
で
す
。逆
に
い
え
ば
、状

況
把
握
や
福
祉
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ

れ
ば
、県
の
委
託
事
業
で
あ
っ
て
も

福
祉
実
践
に
な
る
で
し
ょ
う
。

縁
セ
ン
タ
ー
へ
の
思
い

[金
子
}
県
社
協
の
会
長
と
し
て
、10

年
間
や
っ
て
こ
ら
れ
て
、印
象
に

残
っ
て
い
る
取
り
組
み
は
何
で
す
か
。

[渡
邉
}や
は
り
滋
賀
の
縁
創
造
実
践

セ
ン
タ
ー
の
発
足
で
す
ね
。滋
賀
の

福
祉
の
あ
り
方
や
福
祉
実
践
を
考
え

る
議
論
の
土
俵
を
つ
く
り
た
か
っ
た

の
で
、そ
の
場
が
で
き
た
こ
と
は
嬉

し
か
っ
た
。当
初
か
ら
５
年
で
終
わ

る
と
決
め
、「
ひ
た
す
ら
な
る
つ
な
が

り
」の
理
念
を
入
れ
込
み
ま
し
た
。

県
社
協
に
は
、残
念
な
が
ら
福
祉
実

践
現
場
は
な
い
。だ
か
ら
、現
場
を
も

つ
人
た
ち
の
主
体
的
な
参
加
に
よ
り

制
度
の
狭
間
の
問
題
に
取
り
組
ん
で

ほ
し
か
っ
た
の
で
す
。け
れ
ど「
各
法

人
が
お
金
を
出
し
、主
体
的
に
動
く
」

と
い
う
組
織
の
ス
タ
イ
ル
に
批
判
も

あ
り
ま
し
た
。「
国
の
お
先
棒
を
担
ぐ

ん
か
」と
言
わ
れ
ま
し
た
ね
。当
時
、

同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
社
会
福
祉
法
改

[渡
邉
}
そ
れ
こ
そ
が
、県
社
協
と
い

う
組
織
の
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
で
す
。

理
念
を
受
け
継
ぐ

[金
子
}２
０
１
９
年
に
縁
セ
ン
タ
ー

い
。時
代
が
変
わ
れ
ば
課
題
も
変
わ

る
の
で
、今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と

を
そ
の
ま
ま
や
る
の
で
は
な
く
、時

代
に
合
わ
せ
て
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て

も
ら
え
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。老

舗
の
味
は
、時
代
に
合
わ
せ
て
変
え

て
い
く
か
ら
残
る
の
と
同
じ
。本
質

は
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
す
。

正
が
あ
り
、「
社
会
福
祉
法
人
も
地
域

貢
献
せ
よ
」と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た

た
め
、そ
れ
を
県
社
協
が
推
進
す
る

と
誤
解
さ
れ
た
。全
く
そ
ん
な
発
想

は
な
か
っ
た
の
に
。

[金
子
}
縁
セ
ン
タ
ー
の
発
足
は
、私

は
嬉
し
か
っ
た
で
す
。実
践
現
場
に

[金
子
}「
ひ
た
す
ら
な
る
つ
な
が
り
」

の
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。

[渡
邉
}「
意
志
を
持
っ
て
つ
な
が
ろ

う
」と
い
う
こ
と
で
す
。ジ
グ
ソ
ー
パ

ズ
ル
の
箱
を
開
け
る
と
、多
様
な
形

の
ピ
ー
ス
が
あ
る
。そ
の
パ
ズ
ル
を

完
成
さ
せ
る
に
は
、意
志
が
必
要
で

す
。バ
ラ
バ
ラ
と
置
い
て
あ
る
だ
け

で
は
、多
様
性
を
認
め
た
こ
と
に

な
っ
て
も
、つ
な
が
り
は
生
ま
れ
な

い
。「
つ
な
が
ろ
う
」と
い
う
意
志
が

自
然
に
わ
く
よ
う
な
教
育
や
環
境
、

雇
用
の
状
況
を
原
点
と
す
る
社
会
が

築
か
れ
て
、社
会
経
済
が
回
っ
て
い

け
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、福
祉
が
、地
域
社
会

と
切
り
離
さ
れ
た
世
界
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。私
の
中
の
テ
ー
マ
は
、

「
福
祉
の
出
来
事
を
地
域
の
出
来
事

に
」で
あ
り
、こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら

も
変
わ
ら
な
い
。福
祉
と
地
域
社
会

が
つ
な
が
れ
ば
、困
っ
て
い
る
当
事

者
や
家
族
へ
の
ま
な
ざ
し
は
変
わ
る

で
し
ょ
う
。

も
も
っ
て
い
ま
す
。特
に
重
視
す
べ
き

は
、代
弁
機
能
で
し
ょ
う
。声
な
き
声

を
拾
っ
た
り
、小
さ
な
声
を
大
き
く

し
た
り
し
て
い
く
。そ
れ
が
提
言
活

動
に
組
織
的
に
結
び
つ
け
ば
、新
し

い
地
域
社
会
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

さ
ら
に
、ニ
ー
ズ
を
的
確
に
つ
か
み

取
る
ア
ン
テ
ナ
や
目
線
も
必
要
で
す
。

社
協
が
見
る
べ
き
は
、「
デ
マ
ン
ド
」

で
は
な
く「
ニ
ー
ズ
」で
す
。「
あ
の
人

が
要
求
し
て
い
る
か
ら
提
供
す
る
」

で
は
な
く
、「
そ
の
人
に
と
っ
て
何
が

い
い
の
か
」を
考
え
る
こ
と
で
す
。

ニ
ー
ズ
を
論
理
的
に
組
み
立
て
る
こ

と
で
生
ま
れ
る
エ
ビ
デ
ン
ス
や
、説

得
力
を
も
っ
た
福
祉
実
践
が
求
め
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。

[金
子
}若
い
人
た
ち
に
は
、ぜ
ひ「
福

祉
人
」の
プ
ラ
イ
ド
を
も
っ
て
、働
い

て
ほ
し
い
で
す
ね
。

[渡
邉
}
大
事
な
こ
と
は
、職
員
が
仕

事
に
手
応
え
と
誇
り
を
も
て
る
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。県
社
協
が
つ

く
る
職
場
環
境
や
、職
員
の
働
き
方

が
、県
下
の
社
会
福
祉
法
人
や
働
く

人
に
と
っ
て
、ロ
ー
ル
モ
デ
ル
に
な

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

県
社
協
へ
の
期
待

[金
子
}渡
邉
さ
ん
は
、「
滋
賀
の
福
祉

人
」の
名
付
け
親
で
す
。私
自
身
、こ
の

言
葉
が
大
好
き
で
す
が
、同
時
に
少
し

背
筋
が
伸
び
る
よ
う
な
緊
張
感
も
あ
り

ま
す
。渡
邉
さ
ん
は
、こ
れ
か
ら
も「
福

祉
人
」と
し
て
の
活
動
を
続
け
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
が
、県
社
協
に
期
待
す
る

こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

[渡
邉
}ま
さ
に
、先
ほ
ど
の「
福
祉
の

出
来
事
を
地
域
の
出
来
事
に
」と
い
う

精
神
で
、当
事
者
目
線
・
現
場
目
線
を

基
本
と
し
て
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た

い
。職
員
に
は
、そ
の
た
め
の
５
つ
の

力
を
磨
い
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。そ
れ
は
、現
場
力
、共
感
力
、発
信

力
、共
働
力
と
、つ
な
ぐ
力
で
す
。

[金
子
}県
社
協
の
発
信
力
は
大
き
く
、

制
度
設
計
の
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。県
社
協
に
は
、地
域
社

会
を
変
え
る
力
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

[渡
邉
}
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、県
社

協
は
本
来
、制
度
の
改
善
や
提
言
が

で
き
る
組
織
で
、社
会
に
問
え
る
力

「重度の知的障害があり、介助がないとお風呂に入ることが出
来ず困っている方がいる」、「一人ぼっちで過ごしている高齢の方
や障害のある方が地域にいる」
こういった現場の気づきに向き合ったところから、「お～・ゆ～」
プロジェクトは立ち上がりました。地域に馴染みのある銭湯が、
障害のある方や、高齢者、子どもたちの交流と支援の場となった
この試行事業は、滋賀県が1999年度に実施した「健康福祉総
合ビジョン策定事業」の一環として創設された、「滋賀の健康福
祉を創造する130人会議」の事業のひとつです。
「お～・ゆ～」プロジェクトでは、次の５つの活動を、施設職員、
地域団体と地域住民、地域の社協による協働体制のもと、さわ
らび福祉会（水口町）が事務局を担い実施しました。
① 銭湯を活用した入浴支援サービス
② 地域の憩いの場での食事サービス
③ イキイキ仲間づくり
④ 外出援助
⑤ 相談活動
まちの銭湯が支援センターのように交流と支援の場になったこ
とが大きな特徴でした。
「お～・ゆ～」プロジェクトで実際に活動して感じたことやわかっ
たことは、130人会議に集った人々の声としてまとめられ、平成
12年１月、滋賀県健康福祉部長あてに提言がなされました。そ
の声は、今も滋賀の福祉の大事な“声”として息づいています。

１
．「
お
〜
・
ゆ
〜
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
　
(滋
賀
の
健
康
福
祉
を
創
造
す
る
1
3
0
人
会
議
)
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滋賀の福祉と県社協

過去から現在、そして未来へ

金子 秀明

渡邉 光春

現
場
人
、福
祉
人
と
は

[金
子
}
渡
邉
さ
ん
と
深
く
関
わ
る

き
っ
か
け
は
、１
９
９
７
年
に
滋
賀

県
で
開
催
さ
れ
た「
滋
賀
の
健
康
福

祉
を
創
造
す
る
１
３
０
人
会
議
」で

す
。当
時
私
は
共
同
作
業
所
の
職
員

で
、渡
邉
さ
ん
は
滋
賀
県
職
員
で
し

た
。利
用
者
や
家
族
の
話
を
す
る
と
、

同
じ
温
度
で
渡
邉
さ
ん
の
針
が
大
き

く
振
れ
る
の
で
す
。「
現
場
人
は
大
変

な
ん
や
」と
私
が
言
う
と
、「
こ
っ
ち

も
現
場
人
や
」と
諭
さ
れ
た
こ
と
が
、

印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。そ
の
言
葉

に
は
、ど
ん
な
思
い
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

[渡
邉
}
県
職
員
の
時
代
か
ら
、直
接

の
支
援
者
だ
け
を「
現
場
人
」と
考
え

る
の
は
お
か
し
い
、と
い
う
の
が
持

論
で
し
た
。離
れ
た
場
所
に
い
た
と

し
て
も
、サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
人
の

切
迫
感
が
わ
か
る
人
間
な
ら「
現
場

人
」で
あ
り
、「
福
祉
人
」な
の
で
は
な

い
か
と
。私
に
と
っ
て
、そ
こ
を
突
き

詰
め
る
こ
と
が
大
き
な
命
題
で
し
た
。

現
実
に
起
き
て
い
る
問
題
に
向
け
る

視
点
が
、行
政
内
に
は
乏
し
か
っ
た
。

国
で
決
ま
っ
た
制
度
を
、県
や
市
町

村
が
ル
ー
ル
に
従
っ
て
運
用
す
る
。

そ
れ
は
そ
れ
で
重
要
な
仕
事
だ
け
れ

場
の
窮
状
を
訴
え
る
先
。自
分
自
身

も
そ
う
思
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

な
の
に
、行
政
と
私
た
ち
は
、ポ
ジ

シ
ョ
ン
が
違
う
だ
け
で
実
は
同
じ
こ

と
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
│

と
い
う
こ
と
に
、渡
邉
さ
ん
た
ち
と

出
会
っ
て
気
づ
き
ま
し
た
。福
祉
の

本
質
に
つ
い
て
教
わ
っ
た
気
が
し
ま

す
。そ
れ
が
、同
じ
現
場
人
で
あ
り
、

福
祉
人
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。渡
邉
さ
ん
も
多
く
の
福
祉

人
と
出
会
わ
れ
て
き
ま
し
た
ね
。

[渡
邉
}元
滋
賀
県
職
員
の
鎌
田
昭
二

郎
さ
ん
や
川
上
雅
司
さ
ん
、厚
生
労

働
省
の
事
務
次
官
を
務
め
た
辻
哲
夫

さ
ん
た
ち
か
ら
、た
く
さ
ん
学
び
ま

し
た
。そ
の
人
た
ち
が
も
っ
て
い
た

の
は
、「
制
度
な
ん
て
人
が
つ
く
っ
た

も
の
だ
か
ら
、変
え
た
ら
い
い
」と
い

う
発
想
で
し
た
。国
や
県
の
福
祉
施

策
の
制
度
設
計
を
す
る
よ
う
な
立
場

の
人
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
で
す
。

加
え
て
、支
援
現
場
の
切
迫
感
を
語

る
金
子
秀
明
さ
ん
や
北
岡
賢
剛
さ
ん
、

浅
居
茂
さ
ん
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
福
祉
実
践
者
か
ら
も
教
え
ら

れ
ま
し
た
。

【
鎌
田
昭
二
郎
】
元
滋
賀
県
厚
生
部
長
、公

衆
衛
生
医
。乳
幼
児
の
療
育「
大
津
方
式
」を

構
築
。辻
哲
夫
、川
上
雅
司
と
と
も
に
福
祉

圏
構
想
、滋
賀
県
社
会
福
祉
学
会
の
創
設
に

尽
力
。2
0
1
0
年
逝
去
。

【
辻
哲
夫
】
元
厚
生
労
働
省
事
務
次
官
。

1
9
8
0
年
か
ら
2
年
間
の
滋
賀
県
赴
任

時
代
に
、社
会
福
祉
の
総
合
的
な
計
画
と
し

て
は
じ
め
て
と
な
る「
滋
賀
県
社
会
福
祉
計

画
」を
策
定
。地
域
福
祉
の
概
念
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
福
祉
圏
構
想
を
描
く
。現

在
、糸
賀
一
雄
記
念
財
団
理
事
長
。

【
川
上
雅
司
】
元
滋
賀
県
中
央
児
童
相
談
所

長
。鎌
田
、辻
の
も
と
で
、滋
賀
県
社
会
福
祉

計
画
に
描
く
福
祉
圏
構
想
の
具
体
化
と
福

祉
人
に
よ
る
滋
賀
県
社
会
福
祉
学
会
創
設

の
実
務
を
担
い
、現
場
目
線
で
様
々
な
実
践

を
つ
く
っ
た
。

【
北
岡
賢
剛
】
前
社
会
福
祉
法
人
グ
ロ
ー
理

事
長
。ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
〜
障
害
者
の

「
生
の
芸
術
」を
滋
賀
か
ら
世
界
に
発
信
し
、

そ
の
普
及
に
尽
力
。

【
浅
居
茂
】
前
社
会
福
祉
法
人
あ
す
な
ろ
福

祉
会
理
事
長
。1
9
6
0
年
代
か
ら
知
的
障

害
者
、精
神
障
害
者
の
就
労
と
暮
ら
し
の
場

づ
く
り
に
取
り
組
む
。本
会
70
周
年
記
念
事

業「
福
祉
滋
賀
の
レ
ガ
シ
ー
／
実
践
の
軌
跡

と
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」で
紹
介
。

し
た
。

た
だ
、ル
ー
ル
を
運
用
す
る
側
に
い

な
が
ら
、現
場
の
立
場
に
立
つ
わ
け

で
す
。ル
ー
ル
の
お
か
し
さ
を
指
摘

す
る
た
び
、大
き
な
批
判
を
受
け
て

い
ま
し
た
ね
。

原
点
は
、社
会
の
壁
へ
の
怒
り

[金
子
}
県
庁
の
人
な
の
に
、制
度
を

批
判
さ
れ
る
の
で
、驚
き
ま
し
た
ね
。

当
時
は
、今
よ
り
も
制
度
内
矛
盾
が

あ
っ
て
、私
は
常
に
怒
っ
て
い
た
の

で
す
が
、渡
邉
さ
ん
も「
自
分
を
突
き

動
か
し
て
き
た
の
は
怒
り
で
あ
る
」

と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

[渡
邉
}福
祉
事
務
所
に
い
る
と
き
に
、

手
話
通
訳
者
の
人
が
行
政
の
対
応
を

批
判
さ
れ
て
い
た
出
来
事
が
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。「
私
は
手
話
通
訳
と
い
う

肩
書
き
だ
け
れ
ど
、た
だ
の
通
訳
で

は
な
い
。耳
の
聞
こ
え
な
い
人
た
ち

の
怒
り
を
代
弁
し
て
い
る
」と
お
っ

し
ゃ
っ
て
。福
祉
事
務
所
が
手
話
通

訳
者
の
人
の
要
求
に
N
O
と
い
う
理

屈
は
、「
ル
ー
ル
で
決
ま
っ
て
い
る
か

ら
」。そ
の
こ
と
に
怒
っ
て
お
ら
れ
て
、

そ
の
方
の
仕
事
へ
の
志
の
高
さ
に
感

動
し
ま
し
た
。

ど
、い
わ
ば
既
製
服
で
す
。S
M
L
の

サ
イ
ズ
展
開
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

同
じ
L
サ
イ
ズ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
体

型
の
人
が
い
る
。一
人
ひ
と
り
に
合

わ
せ
る
に
は
、現
場
の
課
題
と
し
て

ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
視
点
が
欠
か

せ
な
い
。こ
れ
が
福
祉
の
仕
事
で
あ

り
、一
番
の
面
白
み
を
感
じ
て
い
ま

そ
の
後
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。県
庁

の
先
輩
か
ら
、「
制
度
を
知
ら
な
あ
か

ん
。制
度
を
知
ら
ず
し
て
制
度
を
批

判
す
る
な
」と
言
わ
れ
、勉
強
嫌
い
の

私
が
、必
死
で
勉
強
し
ま
し
た
。

[金
子
}当
時
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、

行
政
は
立
ち
向
か
う
先
で
あ
り
、現

社
協
の
役
割
と
は
何
か

[金
子
}
渡
邉
さ
ん
は
、若
い
頃
は
社

協
に
対
す
る
疑
問
を
投
げ
か
け
て
お

ら
れ
ま
し
た
ね
。

[渡
邉
}「
社
協
が
嫌
い
な
ん
か
」と
よ

く
問
わ
れ
ま
し
た
が
、そ
う
で
は
な

い
。社
協
自
体
は
素
晴
ら
し
く
、い
い

仕
事
が
で
き
る
は
ず
。な
の
に
、現
在

の
組
織
体
と
し
て
の
あ
り
方
は
い
か

が
な
も
の
か
、と
い
う
こ
と
を
問
い

た
か
っ
た
。「
財
源
は
公
金
な
の
に
、

社
協
は
そ
の
使
命
感
に
立
っ
て
い
る

か
」と
い
う
疑
問
が
、県
職
員
時
代
か

ら
あ
り
ま
し
た
。

日
本
全
国
の
都
道
府
県
や
い
く
つ
か

の
市
町
村
の
社
協
は
、ほ
と
ん
ど
同

じ
定
款
で
す
。そ
れ
っ
て
、お
か
し
く

な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
ぞ
れ
の
社

協
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
に
立
脚
し

た
も
の
を
つ
く
る
べ
き
で
す
。粛
々

と
委
託
事
業
だ
け
を
す
る
こ
と
が
社

協
の
本
来
業
務
で
な
い
し
、主
体
性

が
必
要
で
す
。

委
託
事
業
の
執
行
は
、福
祉
の
実
践

と
は
異
な
り
ま
す
。目
の
前
に
あ
る

現
実
に
対
し
て
、「
ル
ー
ル
だ
か
ら
仕

方
な
い
」と
言
う
だ
け
な
ら
、そ
れ
は

福
祉
の
実
践
で
は
な
い
。制
度
に
問

題
が
な
い
か
検
証
し
、現
場
の
課
題

い
て
、い
つ
も
、手
を
か
け
る
こ
と
が

必
要
な
人
ほ
ど
制
度
の
狭
間
に
お
ら

れ
る
と
感
じ
て
い
ま
し
た
か
ら
。

[渡
邉
}そ
う
思
っ
て
い
た
人
は
少
数

派
で
す
。何
の
た
め
に
、誰
の
た
め
に

縁
セ
ン
タ
ー
が
必
要
な
の
か
が
十
分

伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
参
加
を
呼

び
か
け
ら
れ
て
、県
社
協
に『
協
力
』

し
て
ん
の
に
、な
ん
で
自
分
ら
が
や

ら
な
あ
か
ん
ね
ん
」と
思
う
人
が
多

か
っ
た
。本
業
も
あ
る
の
に
そ
ん
な

こ
と
で
責
任
も
た
れ
へ
ん
、と
。「
協

力
の
気
持
ち
な
ら
帰
っ
て
く
だ
さ

い
」と
言
い
ま
し
た
。「
ど
う
か
協
力

し
て
く
だ
さ
い
、県
社
協
が
頑
張
り

ま
す
か
ら
」の
ス
タ
ン
ス
で
は
な
い

と
言
い
切
っ
て
、ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

[金
子
}「
全
部
任
せ
る
」と
言
わ
れ
て
、

制
度
の
狭
間
に
あ
る
問
題
を
制
度
に

し
て
い
け
る
の
は
す
ご
い
機
会
だ
と

思
い
ま
し
た
が
。糸
賀
先
生
の
言
う

「
自
覚
者
」で
あ
る
実
践
者
が
、集

ま
っ
て
や
る
わ
け
で
す
。介
護
も
障

害
も
子
ど
も
も
、分
野
を
超
え
て
福

祉
や
人
に
関
わ
る
み
ん
な
が
集
ま
っ

て
、い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
。本
当

に
幅
が
広
が
り
ま
し
た
。私
た
ち
に

は
な
い
発
信
力
が
、県
社
協
に
は
あ

り
ま
し
た
ね
。

を
解
散
し
、県
社
協
は
、そ
の
理
念
と

実
践
を
継
承
す
る
組
織
に
生
ま
れ
変

わ
り
ま
し
た
。定
款
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
変
え
て
、「
ひ
た
す
ら
な
る
つ
な

が
り
の
理
念
の
も
と
、不
断
の
地
域

福
祉
実
践
を
行
う
」と
い
う
一
文
が

書
き
込
ま
れ
ま
し
た
。常
に
そ
れ
が

実
践
で
き
て
い
る
か
問
わ
れ
る
わ
け

で
す
か
ら
、勇
気
が
い
る
こ
と
で
す

よ
ね
。

[渡
邉
}
そ
こ
に
、滋
賀
県
社
協
の
存

在
意
義
が
あ
り
ま
す
。全
国
一
律
で

は
な
く
、縁
セ
ン
タ
ー
の
経
験
に
基

づ
い
た
も
の
で
す
か
ら
。縁
の
理
念

は
、組
織
と
し
て
受
け
継
い
で
ほ
し

を
ど
う
改
善
す
る
か
と
い
う
思
考
に

立
っ
て
こ
そ
で
す
。逆
に
い
え
ば
、状

況
把
握
や
福
祉
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ

れ
ば
、県
の
委
託
事
業
で
あ
っ
て
も

福
祉
実
践
に
な
る
で
し
ょ
う
。

縁
セ
ン
タ
ー
へ
の
思
い

[金
子
}
県
社
協
の
会
長
と
し
て
、10

年
間
や
っ
て
こ
ら
れ
て
、印
象
に

残
っ
て
い
る
取
り
組
み
は
何
で
す
か
。

[渡
邉
}や
は
り
滋
賀
の
縁
創
造
実
践

セ
ン
タ
ー
の
発
足
で
す
ね
。滋
賀
の

福
祉
の
あ
り
方
や
福
祉
実
践
を
考
え

る
議
論
の
土
俵
を
つ
く
り
た
か
っ
た

の
で
、そ
の
場
が
で
き
た
こ
と
は
嬉

し
か
っ
た
。当
初
か
ら
５
年
で
終
わ

る
と
決
め
、「
ひ
た
す
ら
な
る
つ
な
が

り
」の
理
念
を
入
れ
込
み
ま
し
た
。

県
社
協
に
は
、残
念
な
が
ら
福
祉
実

践
現
場
は
な
い
。だ
か
ら
、現
場
を
も

つ
人
た
ち
の
主
体
的
な
参
加
に
よ
り

制
度
の
狭
間
の
問
題
に
取
り
組
ん
で

ほ
し
か
っ
た
の
で
す
。け
れ
ど「
各
法

人
が
お
金
を
出
し
、主
体
的
に
動
く
」

と
い
う
組
織
の
ス
タ
イ
ル
に
批
判
も

あ
り
ま
し
た
。「
国
の
お
先
棒
を
担
ぐ

ん
か
」と
言
わ
れ
ま
し
た
ね
。当
時
、

同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
社
会
福
祉
法
改

[渡
邉
}
そ
れ
こ
そ
が
、県
社
協
と
い

う
組
織
の
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
で
す
。

理
念
を
受
け
継
ぐ

[金
子
}２
０
１
９
年
に
縁
セ
ン
タ
ー

い
。時
代
が
変
わ
れ
ば
課
題
も
変
わ

る
の
で
、今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と

を
そ
の
ま
ま
や
る
の
で
は
な
く
、時

代
に
合
わ
せ
て
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て

も
ら
え
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。老

舗
の
味
は
、時
代
に
合
わ
せ
て
変
え

て
い
く
か
ら
残
る
の
と
同
じ
。本
質

は
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
す
。

正
が
あ
り
、「
社
会
福
祉
法
人
も
地
域

貢
献
せ
よ
」と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た

た
め
、そ
れ
を
県
社
協
が
推
進
す
る

と
誤
解
さ
れ
た
。全
く
そ
ん
な
発
想

は
な
か
っ
た
の
に
。

[金
子
}
縁
セ
ン
タ
ー
の
発
足
は
、私

は
嬉
し
か
っ
た
で
す
。実
践
現
場
に

[金
子
}「
ひ
た
す
ら
な
る
つ
な
が
り
」

の
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。

[渡
邉
}「
意
志
を
持
っ
て
つ
な
が
ろ

う
」と
い
う
こ
と
で
す
。ジ
グ
ソ
ー
パ

ズ
ル
の
箱
を
開
け
る
と
、多
様
な
形

の
ピ
ー
ス
が
あ
る
。そ
の
パ
ズ
ル
を

完
成
さ
せ
る
に
は
、意
志
が
必
要
で

す
。バ
ラ
バ
ラ
と
置
い
て
あ
る
だ
け

で
は
、多
様
性
を
認
め
た
こ
と
に

な
っ
て
も
、つ
な
が
り
は
生
ま
れ
な

い
。「
つ
な
が
ろ
う
」と
い
う
意
志
が

自
然
に
わ
く
よ
う
な
教
育
や
環
境
、

雇
用
の
状
況
を
原
点
と
す
る
社
会
が

築
か
れ
て
、社
会
経
済
が
回
っ
て
い

け
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、福
祉
が
、地
域
社
会

と
切
り
離
さ
れ
た
世
界
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。私
の
中
の
テ
ー
マ
は
、

「
福
祉
の
出
来
事
を
地
域
の
出
来
事

に
」で
あ
り
、こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら

も
変
わ
ら
な
い
。福
祉
と
地
域
社
会

が
つ
な
が
れ
ば
、困
っ
て
い
る
当
事

者
や
家
族
へ
の
ま
な
ざ
し
は
変
わ
る

で
し
ょ
う
。

も
も
っ
て
い
ま
す
。特
に
重
視
す
べ
き

は
、代
弁
機
能
で
し
ょ
う
。声
な
き
声

を
拾
っ
た
り
、小
さ
な
声
を
大
き
く

し
た
り
し
て
い
く
。そ
れ
が
提
言
活

動
に
組
織
的
に
結
び
つ
け
ば
、新
し

い
地
域
社
会
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

さ
ら
に
、ニ
ー
ズ
を
的
確
に
つ
か
み

取
る
ア
ン
テ
ナ
や
目
線
も
必
要
で
す
。

社
協
が
見
る
べ
き
は
、「
デ
マ
ン
ド
」

で
は
な
く「
ニ
ー
ズ
」で
す
。「
あ
の
人

が
要
求
し
て
い
る
か
ら
提
供
す
る
」

で
は
な
く
、「
そ
の
人
に
と
っ
て
何
が

い
い
の
か
」を
考
え
る
こ
と
で
す
。

ニ
ー
ズ
を
論
理
的
に
組
み
立
て
る
こ

と
で
生
ま
れ
る
エ
ビ
デ
ン
ス
や
、説

得
力
を
も
っ
た
福
祉
実
践
が
求
め
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。

[金
子
}若
い
人
た
ち
に
は
、ぜ
ひ「
福

祉
人
」の
プ
ラ
イ
ド
を
も
っ
て
、働
い

て
ほ
し
い
で
す
ね
。

[渡
邉
}
大
事
な
こ
と
は
、職
員
が
仕

事
に
手
応
え
と
誇
り
を
も
て
る
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。県
社
協
が
つ

く
る
職
場
環
境
や
、職
員
の
働
き
方

が
、県
下
の
社
会
福
祉
法
人
や
働
く

人
に
と
っ
て
、ロ
ー
ル
モ
デ
ル
に
な

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

県
社
協
へ
の
期
待

[金
子
}渡
邉
さ
ん
は
、「
滋
賀
の
福
祉

人
」の
名
付
け
親
で
す
。私
自
身
、こ
の

言
葉
が
大
好
き
で
す
が
、同
時
に
少
し

背
筋
が
伸
び
る
よ
う
な
緊
張
感
も
あ
り

ま
す
。渡
邉
さ
ん
は
、こ
れ
か
ら
も「
福

祉
人
」と
し
て
の
活
動
を
続
け
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
が
、県
社
協
に
期
待
す
る

こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

[渡
邉
}ま
さ
に
、先
ほ
ど
の「
福
祉
の

出
来
事
を
地
域
の
出
来
事
に
」と
い
う

精
神
で
、当
事
者
目
線
・
現
場
目
線
を

基
本
と
し
て
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た

い
。職
員
に
は
、そ
の
た
め
の
５
つ
の

力
を
磨
い
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。そ
れ
は
、現
場
力
、共
感
力
、発
信

力
、共
働
力
と
、つ
な
ぐ
力
で
す
。

[金
子
}県
社
協
の
発
信
力
は
大
き
く
、

制
度
設
計
の
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。県
社
協
に
は
、地
域
社

会
を
変
え
る
力
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

[渡
邉
}
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、県
社

協
は
本
来
、制
度
の
改
善
や
提
言
が

で
き
る
組
織
で
、社
会
に
問
え
る
力

1983年、社会福祉分野の関係者が研究成果の発表と検証を
共にする場として、滋賀県社会福祉学会が創設されました。毎
年1回、2月22日に開催される学会では、障害・高齢・子どもなど
の専門分野に分かれた研究成果の発表や討論のほか、時々の
課題についてパネル討議などが行われています。
第13回からは、優秀な研究に対して表彰する「学会奨励賞」が
設けられ、受賞研究は「滋賀社会福祉研究」に掲載されています。
学会の創設に貢献した故・鎌田昭二郎氏は「学会は福祉関係
者の論理性とスキルの向上、倫理性の高揚の場、換言すれば人
づくりの場でもある」と述べています。鎌田氏の「継続は愛であ
る」とのことばのもと、学会は創設時から今日まで途切れること
なく開催され、今年度第42回を迎えます。

２
．滋
賀
県
社
会
福
祉
学
会
・
滋
賀
社
会
福
祉
研
究
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滋賀の福祉と県社協

過去から現在、そして未来へ

2023年4月28日
長寿社会福祉センター会長室にて
左：渡邉 光春 ／ 右：金子 秀明

現
場
人
、福
祉
人
と
は

[金
子
}
渡
邉
さ
ん
と
深
く
関
わ
る

き
っ
か
け
は
、１
９
９
７
年
に
滋
賀

県
で
開
催
さ
れ
た「
滋
賀
の
健
康
福

祉
を
創
造
す
る
１
３
０
人
会
議
」で

す
。当
時
私
は
共
同
作
業
所
の
職
員

で
、渡
邉
さ
ん
は
滋
賀
県
職
員
で
し

た
。利
用
者
や
家
族
の
話
を
す
る
と
、

同
じ
温
度
で
渡
邉
さ
ん
の
針
が
大
き

く
振
れ
る
の
で
す
。「
現
場
人
は
大
変

な
ん
や
」と
私
が
言
う
と
、「
こ
っ
ち

も
現
場
人
や
」と
諭
さ
れ
た
こ
と
が
、

印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。そ
の
言
葉

に
は
、ど
ん
な
思
い
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

[渡
邉
}
県
職
員
の
時
代
か
ら
、直
接

の
支
援
者
だ
け
を「
現
場
人
」と
考
え

る
の
は
お
か
し
い
、と
い
う
の
が
持

論
で
し
た
。離
れ
た
場
所
に
い
た
と

し
て
も
、サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
人
の

切
迫
感
が
わ
か
る
人
間
な
ら「
現
場

人
」で
あ
り
、「
福
祉
人
」な
の
で
は
な

い
か
と
。私
に
と
っ
て
、そ
こ
を
突
き

詰
め
る
こ
と
が
大
き
な
命
題
で
し
た
。

現
実
に
起
き
て
い
る
問
題
に
向
け
る

視
点
が
、行
政
内
に
は
乏
し
か
っ
た
。

国
で
決
ま
っ
た
制
度
を
、県
や
市
町

村
が
ル
ー
ル
に
従
っ
て
運
用
す
る
。

そ
れ
は
そ
れ
で
重
要
な
仕
事
だ
け
れ

場
の
窮
状
を
訴
え
る
先
。自
分
自
身

も
そ
う
思
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

な
の
に
、行
政
と
私
た
ち
は
、ポ
ジ

シ
ョ
ン
が
違
う
だ
け
で
実
は
同
じ
こ

と
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
│

と
い
う
こ
と
に
、渡
邉
さ
ん
た
ち
と

出
会
っ
て
気
づ
き
ま
し
た
。福
祉
の

本
質
に
つ
い
て
教
わ
っ
た
気
が
し
ま

す
。そ
れ
が
、同
じ
現
場
人
で
あ
り
、

福
祉
人
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。渡
邉
さ
ん
も
多
く
の
福
祉

人
と
出
会
わ
れ
て
き
ま
し
た
ね
。

[渡
邉
}元
滋
賀
県
職
員
の
鎌
田
昭
二

郎
さ
ん
や
川
上
雅
司
さ
ん
、厚
生
労

働
省
の
事
務
次
官
を
務
め
た
辻
哲
夫

さ
ん
た
ち
か
ら
、た
く
さ
ん
学
び
ま

し
た
。そ
の
人
た
ち
が
も
っ
て
い
た

の
は
、「
制
度
な
ん
て
人
が
つ
く
っ
た

も
の
だ
か
ら
、変
え
た
ら
い
い
」と
い

う
発
想
で
し
た
。国
や
県
の
福
祉
施

策
の
制
度
設
計
を
す
る
よ
う
な
立
場

の
人
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
で
す
。

加
え
て
、支
援
現
場
の
切
迫
感
を
語

る
金
子
秀
明
さ
ん
や
北
岡
賢
剛
さ
ん
、

浅
居
茂
さ
ん
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
福
祉
実
践
者
か
ら
も
教
え
ら

れ
ま
し
た
。

【
鎌
田
昭
二
郎
】
元
滋
賀
県
厚
生
部
長
、公

衆
衛
生
医
。乳
幼
児
の
療
育「
大
津
方
式
」を

構
築
。辻
哲
夫
、川
上
雅
司
と
と
も
に
福
祉

圏
構
想
、滋
賀
県
社
会
福
祉
学
会
の
創
設
に

尽
力
。2
0
1
0
年
逝
去
。

【
辻
哲
夫
】
元
厚
生
労
働
省
事
務
次
官
。

1
9
8
0
年
か
ら
2
年
間
の
滋
賀
県
赴
任

時
代
に
、社
会
福
祉
の
総
合
的
な
計
画
と
し

て
は
じ
め
て
と
な
る「
滋
賀
県
社
会
福
祉
計

画
」を
策
定
。地
域
福
祉
の
概
念
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
福
祉
圏
構
想
を
描
く
。現

在
、糸
賀
一
雄
記
念
財
団
理
事
長
。

【
川
上
雅
司
】
元
滋
賀
県
中
央
児
童
相
談
所

長
。鎌
田
、辻
の
も
と
で
、滋
賀
県
社
会
福
祉

計
画
に
描
く
福
祉
圏
構
想
の
具
体
化
と
福

祉
人
に
よ
る
滋
賀
県
社
会
福
祉
学
会
創
設

の
実
務
を
担
い
、現
場
目
線
で
様
々
な
実
践

を
つ
く
っ
た
。

【
北
岡
賢
剛
】
前
社
会
福
祉
法
人
グ
ロ
ー
理

事
長
。ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
〜
障
害
者
の

「
生
の
芸
術
」を
滋
賀
か
ら
世
界
に
発
信
し
、

そ
の
普
及
に
尽
力
。

【
浅
居
茂
】
前
社
会
福
祉
法
人
あ
す
な
ろ
福

祉
会
理
事
長
。1
9
6
0
年
代
か
ら
知
的
障

害
者
、精
神
障
害
者
の
就
労
と
暮
ら
し
の
場

づ
く
り
に
取
り
組
む
。本
会
70
周
年
記
念
事

業「
福
祉
滋
賀
の
レ
ガ
シ
ー
／
実
践
の
軌
跡

と
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」で
紹
介
。

し
た
。

た
だ
、ル
ー
ル
を
運
用
す
る
側
に
い

な
が
ら
、現
場
の
立
場
に
立
つ
わ
け

で
す
。ル
ー
ル
の
お
か
し
さ
を
指
摘

す
る
た
び
、大
き
な
批
判
を
受
け
て

い
ま
し
た
ね
。

原
点
は
、社
会
の
壁
へ
の
怒
り

[金
子
}
県
庁
の
人
な
の
に
、制
度
を

批
判
さ
れ
る
の
で
、驚
き
ま
し
た
ね
。

当
時
は
、今
よ
り
も
制
度
内
矛
盾
が

あ
っ
て
、私
は
常
に
怒
っ
て
い
た
の

で
す
が
、渡
邉
さ
ん
も「
自
分
を
突
き

動
か
し
て
き
た
の
は
怒
り
で
あ
る
」

と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

[渡
邉
}福
祉
事
務
所
に
い
る
と
き
に
、

手
話
通
訳
者
の
人
が
行
政
の
対
応
を

批
判
さ
れ
て
い
た
出
来
事
が
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。「
私
は
手
話
通
訳
と
い
う

肩
書
き
だ
け
れ
ど
、た
だ
の
通
訳
で

は
な
い
。耳
の
聞
こ
え
な
い
人
た
ち

の
怒
り
を
代
弁
し
て
い
る
」と
お
っ

し
ゃ
っ
て
。福
祉
事
務
所
が
手
話
通

訳
者
の
人
の
要
求
に
N
O
と
い
う
理

屈
は
、「
ル
ー
ル
で
決
ま
っ
て
い
る
か

ら
」。そ
の
こ
と
に
怒
っ
て
お
ら
れ
て
、

そ
の
方
の
仕
事
へ
の
志
の
高
さ
に
感

動
し
ま
し
た
。

ど
、い
わ
ば
既
製
服
で
す
。S
M
L
の

サ
イ
ズ
展
開
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

同
じ
L
サ
イ
ズ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
体

型
の
人
が
い
る
。一
人
ひ
と
り
に
合

わ
せ
る
に
は
、現
場
の
課
題
と
し
て

ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
視
点
が
欠
か

せ
な
い
。こ
れ
が
福
祉
の
仕
事
で
あ

り
、一
番
の
面
白
み
を
感
じ
て
い
ま

そ
の
後
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。県
庁

の
先
輩
か
ら
、「
制
度
を
知
ら
な
あ
か

ん
。制
度
を
知
ら
ず
し
て
制
度
を
批

判
す
る
な
」と
言
わ
れ
、勉
強
嫌
い
の

私
が
、必
死
で
勉
強
し
ま
し
た
。

[金
子
}当
時
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、

行
政
は
立
ち
向
か
う
先
で
あ
り
、現

社
協
の
役
割
と
は
何
か

[金
子
}
渡
邉
さ
ん
は
、若
い
頃
は
社

協
に
対
す
る
疑
問
を
投
げ
か
け
て
お

ら
れ
ま
し
た
ね
。

[渡
邉
}「
社
協
が
嫌
い
な
ん
か
」と
よ

く
問
わ
れ
ま
し
た
が
、そ
う
で
は
な

い
。社
協
自
体
は
素
晴
ら
し
く
、い
い

仕
事
が
で
き
る
は
ず
。な
の
に
、現
在

の
組
織
体
と
し
て
の
あ
り
方
は
い
か

が
な
も
の
か
、と
い
う
こ
と
を
問
い

た
か
っ
た
。「
財
源
は
公
金
な
の
に
、

社
協
は
そ
の
使
命
感
に
立
っ
て
い
る

か
」と
い
う
疑
問
が
、県
職
員
時
代
か

ら
あ
り
ま
し
た
。

日
本
全
国
の
都
道
府
県
や
い
く
つ
か

の
市
町
村
の
社
協
は
、ほ
と
ん
ど
同

じ
定
款
で
す
。そ
れ
っ
て
、お
か
し
く

な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
ぞ
れ
の
社

協
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
に
立
脚
し

た
も
の
を
つ
く
る
べ
き
で
す
。粛
々

と
委
託
事
業
だ
け
を
す
る
こ
と
が
社

協
の
本
来
業
務
で
な
い
し
、主
体
性

が
必
要
で
す
。

委
託
事
業
の
執
行
は
、福
祉
の
実
践

と
は
異
な
り
ま
す
。目
の
前
に
あ
る

現
実
に
対
し
て
、「
ル
ー
ル
だ
か
ら
仕

方
な
い
」と
言
う
だ
け
な
ら
、そ
れ
は

福
祉
の
実
践
で
は
な
い
。制
度
に
問

題
が
な
い
か
検
証
し
、現
場
の
課
題

い
て
、い
つ
も
、手
を
か
け
る
こ
と
が

必
要
な
人
ほ
ど
制
度
の
狭
間
に
お
ら

れ
る
と
感
じ
て
い
ま
し
た
か
ら
。

[渡
邉
}そ
う
思
っ
て
い
た
人
は
少
数

派
で
す
。何
の
た
め
に
、誰
の
た
め
に

縁
セ
ン
タ
ー
が
必
要
な
の
か
が
十
分

伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
参
加
を
呼

び
か
け
ら
れ
て
、県
社
協
に『
協
力
』

し
て
ん
の
に
、な
ん
で
自
分
ら
が
や

ら
な
あ
か
ん
ね
ん
」と
思
う
人
が
多

か
っ
た
。本
業
も
あ
る
の
に
そ
ん
な

こ
と
で
責
任
も
た
れ
へ
ん
、と
。「
協

力
の
気
持
ち
な
ら
帰
っ
て
く
だ
さ

い
」と
言
い
ま
し
た
。「
ど
う
か
協
力

し
て
く
だ
さ
い
、県
社
協
が
頑
張
り

ま
す
か
ら
」の
ス
タ
ン
ス
で
は
な
い

と
言
い
切
っ
て
、ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

[金
子
}「
全
部
任
せ
る
」と
言
わ
れ
て
、

制
度
の
狭
間
に
あ
る
問
題
を
制
度
に

し
て
い
け
る
の
は
す
ご
い
機
会
だ
と

思
い
ま
し
た
が
。糸
賀
先
生
の
言
う

「
自
覚
者
」で
あ
る
実
践
者
が
、集

ま
っ
て
や
る
わ
け
で
す
。介
護
も
障

害
も
子
ど
も
も
、分
野
を
超
え
て
福

祉
や
人
に
関
わ
る
み
ん
な
が
集
ま
っ

て
、い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
。本
当

に
幅
が
広
が
り
ま
し
た
。私
た
ち
に

は
な
い
発
信
力
が
、県
社
協
に
は
あ

り
ま
し
た
ね
。

を
解
散
し
、県
社
協
は
、そ
の
理
念
と

実
践
を
継
承
す
る
組
織
に
生
ま
れ
変

わ
り
ま
し
た
。定
款
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
変
え
て
、「
ひ
た
す
ら
な
る
つ
な

が
り
の
理
念
の
も
と
、不
断
の
地
域

福
祉
実
践
を
行
う
」と
い
う
一
文
が

書
き
込
ま
れ
ま
し
た
。常
に
そ
れ
が

実
践
で
き
て
い
る
か
問
わ
れ
る
わ
け

で
す
か
ら
、勇
気
が
い
る
こ
と
で
す

よ
ね
。

[渡
邉
}
そ
こ
に
、滋
賀
県
社
協
の
存

在
意
義
が
あ
り
ま
す
。全
国
一
律
で

は
な
く
、縁
セ
ン
タ
ー
の
経
験
に
基

づ
い
た
も
の
で
す
か
ら
。縁
の
理
念

は
、組
織
と
し
て
受
け
継
い
で
ほ
し

を
ど
う
改
善
す
る
か
と
い
う
思
考
に

立
っ
て
こ
そ
で
す
。逆
に
い
え
ば
、状

況
把
握
や
福
祉
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ

れ
ば
、県
の
委
託
事
業
で
あ
っ
て
も

福
祉
実
践
に
な
る
で
し
ょ
う
。

縁
セ
ン
タ
ー
へ
の
思
い

[金
子
}
県
社
協
の
会
長
と
し
て
、10

年
間
や
っ
て
こ
ら
れ
て
、印
象
に

残
っ
て
い
る
取
り
組
み
は
何
で
す
か
。

[渡
邉
}や
は
り
滋
賀
の
縁
創
造
実
践

セ
ン
タ
ー
の
発
足
で
す
ね
。滋
賀
の

福
祉
の
あ
り
方
や
福
祉
実
践
を
考
え

る
議
論
の
土
俵
を
つ
く
り
た
か
っ
た

の
で
、そ
の
場
が
で
き
た
こ
と
は
嬉

し
か
っ
た
。当
初
か
ら
５
年
で
終
わ

る
と
決
め
、「
ひ
た
す
ら
な
る
つ
な
が

り
」の
理
念
を
入
れ
込
み
ま
し
た
。

県
社
協
に
は
、残
念
な
が
ら
福
祉
実

践
現
場
は
な
い
。だ
か
ら
、現
場
を
も

つ
人
た
ち
の
主
体
的
な
参
加
に
よ
り

制
度
の
狭
間
の
問
題
に
取
り
組
ん
で

ほ
し
か
っ
た
の
で
す
。け
れ
ど「
各
法

人
が
お
金
を
出
し
、主
体
的
に
動
く
」

と
い
う
組
織
の
ス
タ
イ
ル
に
批
判
も

あ
り
ま
し
た
。「
国
の
お
先
棒
を
担
ぐ

ん
か
」と
言
わ
れ
ま
し
た
ね
。当
時
、

同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
社
会
福
祉
法
改

[渡
邉
}
そ
れ
こ
そ
が
、県
社
協
と
い

う
組
織
の
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
で
す
。

理
念
を
受
け
継
ぐ

[金
子
}２
０
１
９
年
に
縁
セ
ン
タ
ー

い
。時
代
が
変
わ
れ
ば
課
題
も
変
わ

る
の
で
、今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と

を
そ
の
ま
ま
や
る
の
で
は
な
く
、時

代
に
合
わ
せ
て
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て

も
ら
え
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。老

舗
の
味
は
、時
代
に
合
わ
せ
て
変
え

て
い
く
か
ら
残
る
の
と
同
じ
。本
質

は
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
す
。

正
が
あ
り
、「
社
会
福
祉
法
人
も
地
域

貢
献
せ
よ
」と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た

た
め
、そ
れ
を
県
社
協
が
推
進
す
る

と
誤
解
さ
れ
た
。全
く
そ
ん
な
発
想

は
な
か
っ
た
の
に
。

[金
子
}
縁
セ
ン
タ
ー
の
発
足
は
、私

は
嬉
し
か
っ
た
で
す
。実
践
現
場
に

[金
子
}「
ひ
た
す
ら
な
る
つ
な
が
り
」

の
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。

[渡
邉
}「
意
志
を
持
っ
て
つ
な
が
ろ

う
」と
い
う
こ
と
で
す
。ジ
グ
ソ
ー
パ

ズ
ル
の
箱
を
開
け
る
と
、多
様
な
形

の
ピ
ー
ス
が
あ
る
。そ
の
パ
ズ
ル
を

完
成
さ
せ
る
に
は
、意
志
が
必
要
で

す
。バ
ラ
バ
ラ
と
置
い
て
あ
る
だ
け

で
は
、多
様
性
を
認
め
た
こ
と
に

な
っ
て
も
、つ
な
が
り
は
生
ま
れ
な

い
。「
つ
な
が
ろ
う
」と
い
う
意
志
が

自
然
に
わ
く
よ
う
な
教
育
や
環
境
、

雇
用
の
状
況
を
原
点
と
す
る
社
会
が

築
か
れ
て
、社
会
経
済
が
回
っ
て
い

け
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、福
祉
が
、地
域
社
会

と
切
り
離
さ
れ
た
世
界
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。私
の
中
の
テ
ー
マ
は
、

「
福
祉
の
出
来
事
を
地
域
の
出
来
事

に
」で
あ
り
、こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら

も
変
わ
ら
な
い
。福
祉
と
地
域
社
会

が
つ
な
が
れ
ば
、困
っ
て
い
る
当
事

者
や
家
族
へ
の
ま
な
ざ
し
は
変
わ
る

で
し
ょ
う
。

も
も
っ
て
い
ま
す
。特
に
重
視
す
べ
き

は
、代
弁
機
能
で
し
ょ
う
。声
な
き
声

を
拾
っ
た
り
、小
さ
な
声
を
大
き
く

し
た
り
し
て
い
く
。そ
れ
が
提
言
活

動
に
組
織
的
に
結
び
つ
け
ば
、新
し

い
地
域
社
会
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

さ
ら
に
、ニ
ー
ズ
を
的
確
に
つ
か
み

取
る
ア
ン
テ
ナ
や
目
線
も
必
要
で
す
。

社
協
が
見
る
べ
き
は
、「
デ
マ
ン
ド
」

で
は
な
く「
ニ
ー
ズ
」で
す
。「
あ
の
人

が
要
求
し
て
い
る
か
ら
提
供
す
る
」

で
は
な
く
、「
そ
の
人
に
と
っ
て
何
が

い
い
の
か
」を
考
え
る
こ
と
で
す
。

ニ
ー
ズ
を
論
理
的
に
組
み
立
て
る
こ

と
で
生
ま
れ
る
エ
ビ
デ
ン
ス
や
、説

得
力
を
も
っ
た
福
祉
実
践
が
求
め
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。

[金
子
}若
い
人
た
ち
に
は
、ぜ
ひ「
福

祉
人
」の
プ
ラ
イ
ド
を
も
っ
て
、働
い

て
ほ
し
い
で
す
ね
。

[渡
邉
}
大
事
な
こ
と
は
、職
員
が
仕

事
に
手
応
え
と
誇
り
を
も
て
る
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。県
社
協
が
つ

く
る
職
場
環
境
や
、職
員
の
働
き
方

が
、県
下
の
社
会
福
祉
法
人
や
働
く

人
に
と
っ
て
、ロ
ー
ル
モ
デ
ル
に
な

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

県
社
協
へ
の
期
待

[金
子
}渡
邉
さ
ん
は
、「
滋
賀
の
福
祉

人
」の
名
付
け
親
で
す
。私
自
身
、こ
の

言
葉
が
大
好
き
で
す
が
、同
時
に
少
し

背
筋
が
伸
び
る
よ
う
な
緊
張
感
も
あ
り

ま
す
。渡
邉
さ
ん
は
、こ
れ
か
ら
も「
福

祉
人
」と
し
て
の
活
動
を
続
け
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
が
、県
社
協
に
期
待
す
る

こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

[渡
邉
}ま
さ
に
、先
ほ
ど
の「
福
祉
の

出
来
事
を
地
域
の
出
来
事
に
」と
い
う

精
神
で
、当
事
者
目
線
・
現
場
目
線
を

基
本
と
し
て
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た

い
。職
員
に
は
、そ
の
た
め
の
５
つ
の

力
を
磨
い
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。そ
れ
は
、現
場
力
、共
感
力
、発
信

力
、共
働
力
と
、つ
な
ぐ
力
で
す
。

[金
子
}県
社
協
の
発
信
力
は
大
き
く
、

制
度
設
計
の
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。県
社
協
に
は
、地
域
社

会
を
変
え
る
力
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

[渡
邉
}
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、県
社

協
は
本
来
、制
度
の
改
善
や
提
言
が

で
き
る
組
織
で
、社
会
に
問
え
る
力

滋賀に暮らす誰もが、「おめでとう」と
誕生を祝福され、「ありがとう」と看取
られるまで、ふだんの暮らしのしあわ
せが豊かに感じられる社会を―。そん
な想いのもと、2014年９月、滋賀の縁
創造実践センター(以下、縁センター)
が結成されました。
縁センターは設立当初より、５年間の
有期として活動を開始しました。現場
目線・当事者目線での「気づき」から
ニーズに対応しようと、分野や制度の
壁を越えて様々なモデル事業をつくっ
てきました。「自覚者が責任者」という
意志をもった民間法人と行政、社協の
共働の力がここにありました。
2019年4月、滋賀県社協は定款を変更
して、縁センターの理念と実践を継承
する滋賀県社会福祉協議会として歩み
をはじめました。
これまでの縁創造実践の取り組みにつ
いては、本会広報誌「ひたすらなるつな
がり」や「えにし通信」バックナンバーを
ご参照ください。
https://www.shigashakyo.jp/library/

《滋賀県社会福祉協議会の新しい定款 (抜粋)》

○ 第１条「目的」

この法人が目指す地域福祉とは、だれもが『おめでとう』と誕生を祝福され、『ありが
とう』と看取られる人間的共感にねざした共生社会であり、その実現のため『ひたす
らなるつながり』の理念のもと、不断の地域福祉実践を行う。

○第２条「事業」

 • 縁共生の場づくりを目的とする事業の企画及び実施
 • 法や制度の狭間にある生活課題への支援に関する事業の企画及び実施
 • 生きづらさを抱えた人と地域との架け橋となる事業の企画及び実施
 • 滋賀の福祉人づくり事業の企画及び実施
 • 縁共生を目的とする、住民、特定非営利活動法人、社会福祉法人、団体、
　企業等との共働事業の企画及び実施
 • その他この法人の目的達成のために必要な事業

○第３条「名称」

この法人の呼称は、滋賀の縁創造実践センターとする。

○第４条「経営の原則」

この法人は、『ひたすらなるつながり』の理念のもと、『発信力』、『共感力』、『共働力』、
『つなぐ力』、『現場力』の５つの力を磨き、住民や福祉関係者とともに地域の生活課
題解決に向けた実践に取り組むものとする。

3
．縁
の
は
じ
ま
り
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賀
の
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創
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実
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セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

設
立
か
ら
定
款
変
更
へ
)
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「社協＝社会福祉協議会」
のこと、ちょこっと紹介します。

社協って法律に
定められている
組織なんだね。

※第百九条は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会に関する条項

ひとり一人の“しあわせ”を目指して

滋賀県
健康医療福祉部
部長 

大岡 紳浩さん
福祉論壇

ろ ん だ ん

ふ くし
しが

借りれば、ひとり一人の“しあわせ”が保証されな

ければそれは福祉に欠けた社会であります。

折しもこの３年間、コロナ禍の影響により地域で

は生活格差の拡大や社会的孤立、あるいは閉鎖

的な空間でのDVや虐待など様々な課題が顕在

化し、改めてひとり一人の生活を見つめ、“しあわ

せ”な暮らしに向けて何が必要なのか見直す

きっかけを与えてくれました。同時に行政の定型

的なサービスだけでは限界であることも明らか

になったのではないでしょうか。

こうした中、県内の各地域では、コロナ禍におい

ても “決して放っておかない”様々な取組が力強

く進められており、糸賀先生の「自覚者が責任

者」という教えが脈 と々引き継がれていることは、

本誌に掲載されている様々なコンテンツからも

改めて実感しました。

県では、政策の基本となる滋賀県基本構想に

SDGsの考え方を取り入れ、「誰一人取り残さない」

社会を目指しています。こうした中、平成31年に

「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」

を施行し、そして現在“子どものために子どもとつ

くる県政”を実現するため、「(仮称)子ども基本条

例」の策定に着手しました。引き続き地域の実践

が一層促進されるよう、こうした条例を広く共有

しその考え方に沿った各種の取組を進めることに

より“福祉のインフラ”を整え、地域の皆さんと一

緒に県民ひとり一人の命と暮らしに向き合いなが

ら“しあわせ”を追求していきたいと考えています。

『この世の中は、全体としてどんなに繁栄があっ

ても、そのなかで不幸に泣くひとがひとりでもい

れば、それは厳密な意味で福祉に欠けた社会と

いわなければならないと思う。社会福祉というこ

とばの意味は、社会全体の組織のなかで、一人ひ

とりの福祉が保障される仕組みをいうのである』

長年健康福祉行政に携わる中で、常に心に留め

判断のよりどころとさせていただいている糸賀一

雄氏の言葉です。

私は今年度で県職員生活33年目を迎えますが、

その多くを福祉部局でお世話になりました。その

中で、福祉の仕事を志すきっかけとなった出来事

があります。最初の異動で初めて福祉に携わり、

生活保護のケースワーカーとして重度心身障害の

娘さんとそのお母さんの２人世帯を担当しました。

何十年もの間、娘さんの介護をしながらの在宅

での暮らしは並大抵のことではなかったであろ

うと思っておりましたが、さらに驚いたことにこの

初老のお母さんは訳あってこれまで教育を受け

る機会に恵まれず、読み書きができない、非識字

者でした。行政から何度も娘さんの施設入所を

勧められたそうですが、頑なに断ってこられました。

娘との生活が生き甲斐とおっしゃってのことです。

この家庭への支援とは…、経験のない私はずっ

と考えました。娘さんにとって、そしてお母さんに

とって幸せな暮らしとは…、今でも考えています。

“福祉”という言葉は、“福”、“祉”、共に“しあわ

せ”という意味を持っています。糸賀氏の言葉を

社
会
福
祉
協
議
会
は
、非
営
利
の
民
間
組
織
と
し
て
、1
9
5
1（
昭
和
26
）

年
に
制
定
さ
れ
た「
社
会
福
祉
事
業
法
」（
現
在
の「
社
会
福
祉
法
」）に
基
づ

き「
地
域
福
祉
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
」と
し
て
設
置
さ

れ
ま
し
た
。

戦
後
、民
間
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
の
再
興
に
向
け
、全
国
か
ら
市
町
村
単

位
ま
で
一
貫
し
た
振
興
連
絡
機
関
の
設
置
が
検
討
さ
れ
、今
日
の
社
協
組
織

の
創
設
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。ま
ず
全
国
、都
道
府
県
に
お
い
て
社
協
の

法
定
化
が
図
ら
れ
、関
係
者
の
強
い
要
望
の
結
果
、1
9
8
3（
昭
和
58
）年

に
市
町
村
社
協
の
法
制
化（
社
会
福
祉
事
業
法
の
一
部
改
正
）が
実
現
し
ま

し
た
。

県
社
協
も
市
町
社
協
も
、そ
れ
ぞ
れ
が
社
会
福
祉
法
人
と
し
て
行
政
か
ら
認

可
を
受
け
た
法
人
組
織
で
す
。各
社
協
は
、法
律
と
自
ら
の
法
人
定
款
に
従

い
、そ
の
使
命
を
果
た
す
べ
く
責
任
を
も
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、「
地
域
福
祉
の
推
進
」と
は
具
体
的
に
誰
が
、何
を
す
る
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
か
？

社
会
福
祉
法
の
第
4
条
に
は
、「
地
域
福
祉
の
推
進
は
、地
域
住
民
が
相
互
に

人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、参
加
し
、共
生
す
る
地
域
社
会
の
実

現
を
目
指
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、地
域

福
祉
の
推
進
を
目
的
と
す
る
社
協
の
仕
事
は
、事
務
所
で
考
え
て
い
る
だ
け

で
は
進
ま
な
い
の
で
す
。こ
の
人
に
は
、こ
の
地
域
に
は
、ど
の
よ
う
な
取
り

組
み
が
必
要
か
を
見
出
し
、協
働
を
呼
び
掛
け
、行
動
し
て
こ
そ
社
協
な
の

で
す
。そ
し
て
そ
の
行
動
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
法
人
の
定
款
で
す
。

滋
賀
県
社
協
は
2
0
1
9（
平
成
31
）年
に
定
款
を
改
正
し
、自
ら
の
理
念
と
、

目
指
す
地
域
福
祉
の
あ
り
よ
う
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

社会福祉法 (都道府県社会福祉協議会)

第百十条  都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる
事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、
その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は
更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

一　前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる
　　広域的な見地から行うことが適切なもの

二　社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修

三　社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言

四　市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

２  前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。

そもそも・・・

『社協』って？？
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