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2020年を契機に「Open mind to all !」

2017.5.23

会員の皆様こんにちは。オリンピック・パラリンピックの経済波及効果には期待が
高まります。施設整備が進み、外国人観光客も増えるからです。反面、大会が終わっ

た後、使われなくなった会場がお荷物になる例もあります。東京大会に関して会場整

備や運営金の負担などまだまだ紆余曲折が予想されますが、国民のマインドセットに

ついては前を向いて行きたいものです。今回のご寄稿に、オリンピック・パラリン

ピックを社会変革の契機とするという新しい視点が示されています。ご一読下さい。

石田まさひろ政策研究会

地域に働きかける（「地域の触媒」になる）機能が
身近な圏域の中に必要、としている。今後の施策の
進展に期待したい。
こうした方向性に対しては、「地域への丸投げ」

「公的責任の後退」といった批判は成り立ちうる
が、３つの地域づくりに共通するのは、取り組む住
民自身が（直面する課題は重いものでも）「楽しい」
「やりがいがある」と感じられるということである。
さらに期待を込めて解釈すると、３つの方向性
には「ひとりではなくみんなで」という視点が共通し
ており、「孤立」にどう立ち向かうかという視点が包
み込まれている。我が国の社会保障制度では手が
届きにくく、今後確実に大きくなり、あらゆる福祉課
題に共通して影を落とす課題は「孤立」である。
この「孤立」の課題を、「支援の対象」としてだけ
ではなく、地域全体の中で捉えると、解決の方法が
広がってくる。「ごみ屋敷」の人が地域の商店街の

店番として働く、長年引きこもっていた人が高齢者
の見守りの担い手や地域おこしの商品の作り手に
なる、１日誰とも話さない高齢者のお宅をほかの
高齢者や放課後の子どもの居場所として開放する
等、「地域」をベースに、福祉の各分野、福祉自体の
枠も超えることは、非常にクリエイティブなことで
はないだろうか。
本稿で紹介した「中間とりまとめ＊」をもとに、今

年の通常国会に提出予定の介護保険法改正法案
に社会福祉法の改正が盛り込まれると聞く。これ
からの福祉の在り方を展望するとき、「地域」と「我
が事・丸ごと」をベースにしたクリエイティブな発
想がどんどん実現される施策展開に、強く期待し
たい。

1964年東京大会をリアルタイムで経験した多
くの人は、日本社会全体が、底から湧き上がる
エネルギーに押し上げられながら、目に見えて
変わり、新しい時代が幕を開けたことを実感し
たという。約半世紀を経て、2020年に東京大会
を迎える私たちは、大会を契機に何を実現し、
その先の日本に何を残していくのだろうか。
　2020年と2030年の日本を「人」で見てみる
と、65歳以上の人が、2020年には3.2人に1

■ 2020年東京大会で超高齢社会への変革を�

人、2030年には2.5人に1人になる。外国人観光
客は、2015年で約2000万人だが、2020年には
4000万人、2030年には6000万人を目指して観

光戦略を推進している。人口の半分に相当する
外国人観光客がやってくる規模感を想像してほ
しい。外国人観光客、高齢者や障害者をはじめ
多彩な人々が集う2020年東京大会は、格好の
きっかけであり、待ったなしの超高齢社会に向
け社会を変革するラストチャンスといる。

出典：JPC WEBサイト (http://www.jsad.or.jp/paralympic/rio/info/gallery.html)
ウィルチェアーラグビー リオ2016パラリンピックにて銅メダル獲得！
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■キーワードは「我が事・丸ごと」

　厚生労働省は、昨年（平成２８年）７月、省内に
「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」なる本
部を立ち上げた。
　役所らしからぬ「我が事・丸ごと」というネーミン
グの考え方は、厚生労働省の「地域力強化検討会」
（座長：原田正樹 日本福祉大学教授）が昨年１２
月にまとめた「中間とりまとめ」で説明されている。
その中では、地域の存続の危機、課題の複合化・複
雑化、社会的孤立や排除の存在、地域の福祉力の
脆弱化などの課題への対応として、「地域の持つ力
と公的な支援体制の協働」を掲げている。そして、
様々な福祉課題を他人事ではなく「我が事」として
考える機運を作っていくための地域づくりの方向
性として、３つの方向性を紹介した。
　１つ目は、「自分や家族が暮らしたい地域を考え
る」方向性。自分や家族の将来に対する懸念や、自
分や家族が経験した課題をきっかけに地域を考え
るようになることである。
２つ目は、「地域で困っている課題を解決した

い」という方向性。これは、民生委員やボランティア
など福祉に関わりたいと希望する人を増やしてい
くという方向性である。
　３つ目は、「一人の課題から」つくっていくという
方向性。一人の課題を地域住民と関係機関が一緒
になって解決するプロセスを繰り返すことで、困難
を抱える人であっても支えることができる地域を
つくることである。いわゆる「ごみ屋敷」について、
相談支援の専門員が本人に寄り添い信頼関係を
築く一方、住民が（その相談支援の専門員の誘い
もあり）片づけに参加することで、「包摂」できる地
域になっていく過程が紹介されている。

■福祉の枠を超えたクリエイティブな「福祉」を

３つの方向性はアプローチこそ異なっていて
も、課題が生じることを未然に防いだり、課題を有
する人や世帯に早期に気づいたりできるととも
に、課題の解決のために居場所や働ける場所を地
域につくっていくことができる。「中間とりまとめ」
では、「我が事」の地域づくりを進めていくために、
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2017年2月20日、安倍総理大臣ご出席のも
と、関係閣僚が集まり「ユニバーサルデザイ
ン2020行動計画」がまとめられた。

ポイントは「障害の社会モデル」の普及の
ほか、主に下記の表1である。

　日本社会には、外国人への言葉のバリア、障
害者や高齢者への身体面（ハード面）のバリ
ア、そして障害や異文化を含めた様々な「個
性」への心のバリアが幾重にも見受けられる。
　このままの状態で、超高齢社会を迎え、果た

表１：ユニバーサルデザイン2020行動計画

して新しい時代を切り拓いていけるだろうか。
バリアを取り払って、内にも外にも開かれた社
会に変わったなら、見えてくる景色は変わって
くるのではなないだろうか。
　成熟社会日本にとって、2020年東京大会の
最大のレガシーは、「心」の変革をおいて他に
ないだろう。ユニバーサルデザイン2020行動
計画を受け、今後どんなムーブメントが仕掛け
られていくか、そして、多くの人が巻き込ま
れ、それぞれがインフルエンサーとなってどん
なうねりを生み出していけるか。2020年東京
大会を同時代で迎える者として、熱い期待を込
めてウォッチしていきたい。
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■「ユニバーサルデザイン2020行動計画」

■ 2020年東京大会の最大のレガシーは「心」
の変革




