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要　　旨

　少子 高齢化をむかえ高齢者が急激に増加 した 結果 高齢者等 へ の福 祉 サービスの 費用 は，財政 的 に 逼迫 して いる。先行

研究で は，少子高齢化 における 福祉サ
ービス の課題 を 「介護者と被介護者にお ける課 題」と 「介護 保 険制 度，介護保 険 の財源 」

の視 点 か ら述べ て い る。本 論 文の 目的 は，そ れ らの 研究 に力口えて 福 祉 サービス の 推 進課 題 と し て 「高齢者の 自立 促進」 を

取 り上 げ，実例 か らそ の課 題 解決 に関 する示 唆 を得 る こ とで ある。そ こ で 徳 島県 上 勝 町の い う ど り事 業 が，高齢者の 自立

に よる 新しい 福祉サ
ービス の 提供の 事例で ある と の視点に立ち．その 普及活動に ロ ジャ

ー
スの イ ノベ ーシ ョ ン の普 及理 論

を 適用 したこ と によ り，イノ ベ ー
シ ョ ン 普及過程の 促進条件を満たすようにタイ ミン グよ く環 境整備を進め る こ とが，高

齢者 の 目立を 促す 現実 的な 1つ の 選択 肢で あ る とい う示 唆を えた。

Abstract
Elderly　people　incroased　ill　number 　quickly　by 　l  w 　birthrate　and 　longevity．　Therefore，血e　expense 　of　the　socia 且welfare 　serviees 　t 

elderly 　pcople　is　increasing　rapjdly ．　Precedence 　Researoll　on 　the　present　soc 至a 正welf 缸 e　serv 童ces 　has　reported 　from 　the　viewpoint　of 　
’，
the

subjoct 　in　a　care　worker 　and 　people　who 　is　cared 　fbr1「，　and ”「the　system 　ofelderly 　care 　lnsurance　and 　a　source 　of 　revenue
「「．　The 　purpose

ofthis 　paper　is　to　obtain 　a　suggestion 　on
「，
promotion　o 「jndependence　of 　elderly 　people

”
turning　into”promotioll　of 　social　we 且fare

servicesl
「ftom　an　example ．　Then，　the　spread 　theery　of　Rogers’s　imiovation　was 　applied 　to　the　

’”
1RODOR 】

嚠’
　enterprise 　of 　Kamikatsu −

ch   　in　Tokushima 　Prefecture，　C 〔｝nsequentLy
，　suggestion 　that　indcpendence 　ofelderly 　people　became　the　candidate 　of 　new 　social 　welt

’
are

serviccs 　was 　obtained ．

1．　 は じめ に

　現在 の 福祉 サ ービ ス の 関 係者 （ス テ
ークホ ル ダ）は，さ ま ざ

まで あ り，特 に福 祉 サービ ス の 提 供者 で あ る介護 者 には，近 年

給付
・
措 置 か ら介 護 保 険制 度 の 導 入 に よ っ て サ

ー
ビ ス の 提 供 に

市場性 が 導 入 さ れ た。そ の た め ，国 や 地 方公 共 団 体だ け で な く，

企 業や NPO な どで も提供可 能 とな っ た 。 し か し，提供者で あ

る 介 護者 は．そ の 仕事の 内容か ら ボ ラ ン テ ィ ア 的 な 側面を持 っ

て い る 。一方．受領 者 は，被 介 護 者 と家 族 となる 。

1．1　 人材確保の課 題

　 「社 会福 祉 事 業 に 従 事 す る 者 の 確 保 を図 る た め の 措 置 に 関す

る基本的な指針〔平 成 19 年 8月 28 目厚生 労働省告示 289 号 ）」

に よる と 「福祉
・
介護サ

ービス に従事す る者 の 特徴 と して   女

性 の 占 め る 割 合 は ，介 護 サ
ービ ス に い て は，平 成 16 年の 実績

で 約 8 割 を 占め る。  非常 勤 職 員 の 占め る 割 合 が 近年増 加 し，

特に パ ー
ト タ イ ム に お け る 労働 需 要 は 大 き くな っ て い る 。 有効

求 人倍 率 は，常用 1．22 倍 ，常 用 的パ ート 3，08 倍 で あ る。  入

職 率 及 び離 職 率 が 高 く，平 成 16 年 に お け る介 護 保 険サ ービ ス

に 従事す る 介護職 員の 数 に 対する そ の 後 1年 問 の 採用 者数の 割

合 は約 28％ ，離 職 者 数 の 割 合 は約 20％ で あ る こ と」 とな っ て

い る 。 こ の よ うに 人 材確保 の 問 題 は 大 きい 、

　 生 田 （2003） が 指摘 す る よ うに，「福祉 サ
ービ ス は 経験 と勘 が

相当な重み を持つ 業務」で ある。国が規定する措置 の サ
ー

ビス に

は 多 くの マ ＝ ユ ア ル が 存在 し，定型 的 なサ
ー

ビ ス 提供 に は寄 与 し

て い る が，多くは ス ーパ バ イザ と呼ばれ る 業務の 熟達し たケ
ー

ス

ワ
ーカが存在 し，そ の 指導 の もとに 介護 者が業 務 に あ たっ て い る。

　福 祉 サービス の 提 供 者 と して，ボ ラ ン テ ィ ア ス ピ リ ッ ツ を持

つ 介 護者 に 頼 ら ざ る を得 な い 理 由 と して 田尾 （2003 ）
（D

は，以

卜
．
の 2 つ を挙げ て い る 。 ひ と つ は，福祉 サービ ス は ヒ ュ

ー
マ ン ・

サ
ー

ビ ス で あ り 「ヒ ュ
ー

マ ン
・
サ
ー

ビ ス と は 本 来 ボ ラ ン タ リズ

A ，，つ ま り，自発 主 義 とい う価 値 理 念 に 依拠 して い な け れ ば な

ら ない 。（中略）サ
ービス の 送 り手の 心 性の うち に，ボ ラ ン テ ィ

ア 的 な信 念 が確 固 と して なけ れ ば な らな い とい う暗黙 の 倫 理 的

な制 約 が あ る。」 とす 6 ，、も うひ と つ は，「政策 的 な 立場 か らの

強 い 要 請で あ る。ヒ ユ ーマ ン ・サ ービ ス は 本 来 高 コ ス トで あ

る、，こ れ ら の サ
ービス は 労働集約的で あり，理 想的 に は，こ の

サ
ービ ス 関 係 は 1対 1対応 に あ る べ き と され る、次善の 策 と して ，

数 人の 高 齢者 に 1 人の 寮 母や 指 導貝 が 配置 され る。コ ス トを考

えれ ば，で きる だ け少 ない 介護 者 で 済 ませ た い 。 そ れ で もなお

不足 して い る ，そ こ で，ボ ラ ン テ ィ ア の 活用 とな る。安価 な労

働 力 に 依存 せ ざる を得 ない と い う こ とが あ る。」 と述 べ て い る，、

　 また ，ボ ラ ン テ ィ ア の 人 材 に つ い て ，田 尾 （2003 ） は，「膨

大 に な りつ つ あ る ヒ ュ
ー

マ ン ・サービ ス の 需要 に 応 える ため に，

む しろ 地域 社 会に 住 ん で い る 人 た ち をボ ラ ン テ ィ ア と い うサ ー

ビ ス 資源 と し て 積 極 的 に 活用 す る こ とが ，行 政 施 策 的 に は ，1
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つ の 有 効 な方 策 で あ る こ と は疑 い な い 。」 と も述 べ て い る。

　 しか しそ の よ うに ボ ラ ン テ ィ ア が積 極 的 に参 加 す る状 況 を作

り出す に は，い くつ か の 工 夫が い る。ボ ラ ン テ ィ ア で あ る介護

者に も介護福祉 士 等の 指 導に よ り被 介護 者 の 情報 と対応 ス キ ル

が 提供で きれ ば，例 えば 情報ネ ッ トワ
ー

ク が 整備 され，伝達 さ

れ る 仕組 み と研鑽 シ ス テ ム に よっ て ，介護者 の 自発 的発 想 を組

み 込 ん で 被介 護 者 の 要 求 に 応 じ た 福 祉 サ
ービ ス を提 供 す る こ と

も考え られ る。そ の 結果，被介護者 と接す るな か で，彼 らの 満

足 を実感 す る とと もに，介 護 者 も仕 事 に お け る満足 が実 感 で き

る。こ の よ うに して ボ ラ ン テ ィ ア が 福 祉 サービ ス に 取 組 む誘引

に 繋 が っ て 行 くこ と に な る。

　 こ の よ うに豊富な介護 人員 が確保 で きた 時代 か ら 少子 高齢化

に お ける 現状に おい て は，地 域 に お け る 人材活用 を促進す る環

境 づ くりが 必 要 に な る と考え られ る。

2．介護 報 酬 制度 ，介 護保 険 の 財源

2 ，1　介護 報 酬制度 にお け る課 題

　介護従事者 に お い て は，離 職率 が 高 く人 材確保が 困 難で あ

る 現 状 を考察す る と，質の 高い サ
ービ ス を 安定的 に 提 供 す る

た め に は 処 遇 改 善 を検 討 す る 必 要 が あ る。介護 報 酬 は，国 に

お い て 統
一．・的 に 通 所型 や 在 宅，さ ら に そ れ ぞ れ の 利 用 施 設の

性格 （福 祉，保 健，療養型 医療 等 ） に よ っ て 細 か く報酬 単 価

を設 定 され て お り，出 来 高 や 事 業 成 果 等 に よ る 支 給 で は ない

た め，定 額 収 入 で あ り，介 護 者 の 給 与 水 準 を上 げ る こ とが 困

難 と な っ て い る 。

　介護 保 険 は ，民 間企 業参入 と い う市 場性 を 導入 し て い る も の

の，サ
ービ ス を受けた時期 とそ の 対価で ある 報酬の 受け取る 時

期の 被介護者の 状 況変 化 に対応 で きず，介護者が 提供 し た福祉

サービ ス に 対 す る 被 介 護 者 の 満足 度 の 把握 との 1司 に タ イ ム ラ グ

が あ り，費 用 対 効 果 の 把 握 が 困難 と な っ て い る。つ ま り市 場 に

メ カ ニ ズ ム と して の 需 要 と 供給 に よる価 格 設 定 （報酬 設走 ） が

機能 しに くい 仕組 み とな っ て い る。

　平 成 21 年 度に お け る 介護 報 酬 の 改定審議 を 行 う社 会 保 障 審

議会介護給付費分科会 （第 63 回） の 議事の 資料に は ，全 国
一

律 に 政 策 と して 単価 設定 され て い る。

22 　財 源 にお け る課 題

　高齢化 の 進展 に よ り給 付対 象 者が 増大 し，40 歳以 上 の 負担

額が 増加 しつ つ あ る。

　 現在 の 介 護保 険 に お け る 財 源 負担 は 図 1 の とお りで あ る 。保

険料 に よ る 自主 財源 は 50％ で あ り，残 りは 国，都道府 県 お よ

び市 町村 が 負担 して い る。

　 図 1 の 財 源 構 成 が 明 らか な よ うに，そ の 補 填 策 と して 介 護

保 険料負担 以 外 で は，国 民 全 体で 負担 す る た め の 税 に よ る 補填

に 依 存 す る こ と に な る 。15 歳 か ら 40 歳 未 満 の 労働 人 卩 へ は．

税 に よ る 介護保険の 財源負担 だ け を求 め て お り，給付 と財 源負

担 の 公 平 性 に 課 題 が あ る。ま た こ れ か ら の 少 子 高 齢化社 会 に お

い て は ，こ の 世 代 が減 少 す る こ と か ら，税収 に よ る財 源 さ え減

少 し制度維持が 困 難 な 状況 に な りつ つ ある と考えら れ る 。

2．5％

　　　　　　　 図 1　介護 保 険の 財 源構 成

　太 田 （2006）
〔u〕

は ，「2005 年度 の 経済財 政 白書 に よ れ ば現在の

政策が今後 も継続す る と，（中略）世代会計の 手法を用い て 生涯

に わた る 政府 か らの 受 益 総 額 　 と　 政府 へ の 負 担 総額 　 を 匿代

ご とに 集 計す る と．現 在 65歳 以 上 の 世 代 は　 4875 万 円 の 受 益

超過，現 在 20 歳 代 は 1660 万 ILjの 負担 超 過 に な る。」 と世 代 間

で の 公平 な福祉費用 の 負担の 制度構築の 必要性 を指摘 して い る ，、

　調整交付 金 は，市町村 ご との 介護保険財 政 の 調整 を 行うた め ，

全 国 ベ ース で 給 付 費 の 5％ 相 当分 を交付 す る もの で あ り，具 体

的 に は．「高齢者 中 の 後期 高齢者の 割合」 と 「高齢者の 所得状

況 の 格 差 」 を調 整 す る 「普 通調 整 交付 金」 と，災害等の 特別な

事 情 を勘 案 す る 「特 別調 整 交付 金 」 が あ る。

　老 人福 祉 法 第 2 条 の 基 本 的 理念 に は，「老 人 は，多年 に わ た

り社会の 進展に寄 与 して きた 者 と して ，か つ ，豊富 な知識 と 経

験 を 有す る 者 と して 敬愛 さ れ る と と も に，生 きが い を 持 て る 健

全 で 安 らか な生活 を保障さ れ る もの とする 」 とあり，確保法で

は 「
〜

高齢者 の 医療に 要 す る 費用 を公 平 に 負担する もの とす

る
〜」 とあ り，敬 愛 だ け で な く本 人 の 自立 を求 め て い る。総

務省 統 計 局 に よ る と平 成 17 年 度 で は 日本の 高 齢 者 の 就 業率 は

19．4％ で あ り，韓 国 の 29．8％ に 次 い で 高 い もの の 介 護 保 険 の

財源で 述べ た よ うに労働人 ロ へ の 財源依存度が 高い こ と か ら，

高齢 者の 自立 意 識 に よ る 収入 確保等 も今 後 応 え る仕 組 み や 制

度も考えざる を得ない と思わ れ る 。

　 介 護保 険 法 第 2 条 （基 本 的理 念 ）で は 「国民の 共同連 帯 の

理 念 に 基 づ き介 護 保 険制 度 を設 け，そ の 行 う保 険給付等 に 関 し

て 必 要 な事項 を定 め ，も っ て 国民 の 保 健 医 療 の 向．ヒ及 び 福祉 の

増 進 を図 る こ と を 目的 とす る」 と あ り，保 健 医療 の 向上 と福 祉

の 増 進 と い う連携 を 意 図 した 趣 旨と な っ て い る 。
つ ま り老 人施

策 は 高齢 者 だけ の 課 題 で な く世代 間 の 共 同連 帯 を求 め て い る。

　 確 保法 に よ る公 平 な負担 と介護 保 険 法 に よる 共 同連帯 の 理念

とは，高齢者 が ，過 去に お い て 勤労時代に 支払っ た 医療費財源

が，少子 高齢化 の 進 展 と と もに 減 少 して い く状況 を認 識 す る 必

要 が あ り，次 世 代 へ の 税 負担 に よ る 財 源補 填 に 依存 す る の で は

な く，高齢者 に お ける 医療か ら保健へ の ヘ ル ス プロ モ
ー

シ ョ ン

誘 導の 必要 性 を確 実 に周 知 し，高齢 者 の 自立 を促 進 し，結 果 と

し て 医 療 費 を 増加 させ な い こ と で あ る と 考 え る。

　 こ の よ うなヘ ル ス プm モ ー
シ ョ ン の 視 点 か ら 上 勝 町 い う ど り

事業 を と りあ げ，ロ ジ ャ
ース

C3）
の イ ノ ベ ーシ ョ ン の 普 及理 論 を
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あ て は め ，福祉 サ
ービス に お ける事務改 善の 普及 の プ ロ セ ス と

推進要因 に つ い て 分析をす る 。

3 ．上 勝町 い う ど り 事業
〔蝸

　高齢者 は，特 に 65 歳 以上 75歳 未満の 前 期 高齢者に お い て は，

退職 に よ り仕事 か ら離脱 す る の で は な く積 極 的 に 生 産 労働 人 口

へ 参 画 し．社 会貢 献 す る こ と が 求 め られ て くる。その 際 に 必要

な の は，生 きが い や や りが い で あ り，そ れ らが 喚起 され る事業

に お い て は，継 続 的 に 生 産労 働 人 口 に 留 ま り続 け る か あ る い は

復帰す る の で は な い か と考え る。

　高齢者が 業務改 善に よ っ て 生 産 労慟 に 復帰 し，医療費減少 と

収 入 の 増加 に 貢献 し，さ らに 住 民 が 健 康 を取 り戻 す と と もに，

まち づ く りが 促 進 された 上勝 町い う ど り事業 （以 F 「い う ど り

事 業 」 とい う。） につ い て，高 齢 者 が 収 入 を得 て，生 き 甲斐 を

得 る こ と も福祉サ
ー

ビス の
一

つ で あ る と考え，ロ ジ ャ
ーズの イ

ノ ベ
ー

シ ョ ン の 決 定 過程 の 段 階 モ デ ル を 適 用 し て い う ど り事 業

の 普及 プ ロ セ ス を明 らか に す る 。

3．1　 い う ど り事 業開 始まで の 上 勝町

　徳 島 県の 山 あい に 位 置す る．ヒ勝町 は 1955 年 に 6255 入 で あ っ

た 人 1［が 2006 年 （平成 18 年 9 に は 2077 人 まで 減 っ て い る過

疎の 町 で あ る。林業 と米 ・み か ん の 農 業を主要 な産業 と して い

た が，安 い 輸 入 林 材 や 生 産過 剰 に よ る み か ん の 値 崩 れ で 住 民 の

生活 は 苦 し くな り，1981 年 （昭和 56 年）2 月 零 下 13 度 とい う

異常 寒波 で み か ん は全 滅 した。経済的 な打 撃は精神 的 に も影響

し，資金 的余裕 もな く村 民 は厳 しい 表情 で 暮 ら して い た とい うc

　 過疎地 は，法 人等 の 事業 者 が少 な く税 収 が 少 な い ため 自活で

きず，公 共 サービス 等 へ の 依存 体 質 で あ る。地方 交付 税 交 付 金

制 度 に よ っ て 地方 の 公 共 サ
ー

ビ ス の 財 源 を補 填 して きた が，都

市の 衰退 に よ っ て 現行 の 地 方交付 税 制 度 で は，都 市 へ の 依 存 が

促進 され る 。 住民 は よ り快適なサ
ー

ビ ス を求め て 都 市 へ 流 出 し

町 や 村は 過 疎 化す る。上 勝町 に お い て も同様の 状況 で あっ た 。

　 地 方 で の 過 疎 と住 民 の 高 齢 化 は 顕 著 で あ る、，農協 の 職 員 で あ

り，後に （株）い う ど りに お け る リ
ーダ とな っ た横石 氏 は 「住

民 1 人 1 人 が 働 け る 場 所 で は な く主 役 と な れ る 場 所 が 必 要 」

と 考 え，1986 年 （昭 和 61 年 ） 秋 に 食 事 の た め大 阪 の 「が ん

こ寿 司 」 に 入 り，若い 女性客が あ ま鯛 等の 料理 につ い てい る青

もみ じ に 感動 し て 持ち帰る 状況 を 見 た。店主 に 熱心 に 聴 く と，

こ れ らの 「葉 っ ぱ 」は，自分 た ち で 苫労 して 山 に 採りに 行 くと

い う。上 勝町 に 多 くあ る 「葉 っ ぱ」が 売れ る と確信 し，「葉 っ ぱ」

事業 に 取 り組 む こ と とな っ た の で あ 9 ，，

32 　  い う ど り の 設立

　横 石 氏 は．自費 で 料 亭 を通 い ，売 れ る 「葉 っ ぱ 」 を研 究 し．

高 齢 者 に分 か りや す くイラス ト化 し，販売農家 を拡 大 した 。 ま

た，実 際 に 農 家 の 高 齢 者 を 連 れ て 料 亭視 察や 大 阪 の 市 場 担 当者

と の 勉 強会 も実 施 した。防災 無 線 を使 っ た FAX に よ る 「葉 っ ぱ 」

の 注文 を取 る 仕組 み を 構 築 し た 。 これ は ．い う ど りネッ トワ
ー

ク シ ス テ ム へ の 先駆 け とな る取 り組 み で あ っ た．

　1997 年 に横石 氏 は農「茘か ら上 勝 町役場 に 移 る 。同時に 第 ｛

セ ク タ で ある   い う ど りが 設立 さ 江 責任者 とな っ た 。 そ こ

で 防災 FAX に よ る 受注を拡大 し 「い う ど りネ ッ トワ
ー

ク 」 と

い う ICT シ ス テ ム を 導入 した 。い う ど りネ ッ ト ワ ーク は ，通

産省 の 実 証実 験 に 応 募 し 当選， 1億 600 万 の 資金 を獲得 し，

セ ブ ン イ レ ブ ン の シ ス テ ム を参考 に 地 元で 防災無 線 を管理 す る

民 間会 社 と LAN シ ス テ ム を開発 ・構 築 した。

3 ．3 　シ ス テ ムの 特徴

　高 齢者 や 女性 で も使 い や す い 専用 の キ
ー

ボ
ー

ド と マ ウ ス （ト

ラ ッ ク ボ
ー

ル ）の ハ
ー

ド ウエ ア と専用 ソ フ トを参加者 の 各家庭

の パ ソ コ ン に 設置 し て い る、，マ ウ ス の よ うに 本体 を動か すの で

は な く固 定 で き る の で 場所 を と らな い 。（図 2 〜図 4 ）

　特 別 な入 力 画 面 を作 成 し，ワ ン プ ッ シ ュ とワ ン ク リ ッ ク で す

べ て の 必 要 な画 面 遷 移 や 入 力 ・出力 操 作 が 可 能 とな っ て い る。

横石 氏 か らの ヒ ア リ ン グ に よる と，簡易 な操作 方法 と高齢 者 自

身 の 購 買 意欲 に よ り操 作 研修 は，行 な う必要 が なか っ た と い う。

限 定的 な操作内容 に する こ と で 容易 に 入力 ・出力が 可 能 と な

り，複雑 なパ ソ コ ン 操作 を極力排除 し て い る 。   い う ど りで は ，

必 要 な 機 能 限 定 で 道 具 と して パ ソ コ ン を 利 用 す る。

　専用パ ソ コ ン の 利活用 に よ っ て，納品 した 商品 で ある 「葉 っ ぱ」

が，どの 市 場 で．い く らで 販 売 され，売上 が い くらに なっ たか，

白分 の 売上 順 位が 何 位 か まで の 詳 細 な情報 共 有 が 可能 とな っ て

い る。こ れ らの 仕 組 み か ら，高齢 者 間 で の 競 争心 を芽生 え させ ，

競 争心 か ら，い う ど り事業 へ の 参加 怠滅 か 喚起 され て い っ た。

い か に 効率 よ く品質の 高い 商品を出荷する か，個人 の 知恵 と経

験 を活 用 す る 動機づ けが な さ れ た の で あ る。い う ど りネ ッ ト ワ
ー

ク は，上勝町 の 高齢者が すで に 修得 して い た植物 に 関す る 豊 富

な知 識 や知 恵 を繋 ぎ．「葉 っ ぱ」 に価 値 を 与え，高 齢者 の 知恵 で

特産 物 商 品 と して 販 売す る 戦 略 を具体 化 させ た仕 組 み とな っ て

い る。図 2，3，4 は　   い う ど り　 横 石氏 よ り資料 提供 を受 け た．

図 2 人 力機器

　 　 　 l　 お
’

　　　　　　き

． 、蠡纏 鬱、、．

蠶
lt
糠羅罎甑 垂 嚇 纛縦 難蝋 彦灘

図 3　入 力装置
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図 4　生 産者端末

3 ．4　いう ど り事業の特徴

　 上勝町 の 高齢者 に は 植物 に 関す る 豊 富な 知識 や 知恵が あり，

そ こ に リ
ー

ダ を得 て 自立 意識 が 喚起 さ れ た と考 え る。植 物 に 関

す る 知識 と知恵を 繋い で 高齢者間で の コ ミ ュ ニ テ ィ を形成 し，

そ こ か ら生 きが い が 生 まれ，さ ま ざま な集 団 との 情 報交 換 を通

じて，「葉 っ ぱ」 の 販 売 活動 に よ り，所得 増 とな っ た の で あ る。

所 得 増 は ，生 活 の 安 定 を促 進 し，さ ら に 高 齢者 の 自立 意識 を喚

起 し，環 境 問題 対応 や地 場 産業 育 成 に も貢 献 して い っ た 。 さ ら

に医 療 費 や 介 護 費用 も減 少 して い き，被 介 護 者 が 納税 者 に 変

わ っ て い っ た u 横石 氏 は，「特 に，外 に 出 て こ ず社 会的 な 事業

に參加 しな い 女性の 高齢者 に お い て，寄り合 い に参加する な ど

互 助 支 えあ い の 視 点 か ら 自立 意識 が 生 まれ て きた」 と筆者 の ヒ

ア リ ン グで 述べ て い る。

4，い う どり事 業 にお け るイ ノベーシ ョ ン 決定理論分析

　3 章で 述 べ た い う ど り事業 の 経 過 を ロ ジ ャ
ー

ス の イ ノ ベ ー

シ ョ ン 理 論の 普及 過程 と捉 え て そ の 推進要因 を明確 にす る、，

4 ．1　 ロ ジ ャ
ー

ス に おけ るイ ノベ ー
シ ョ ン 決定過程 にお ける段

　 　 　階 モ デ ル

　 ロ ジ ャ
ー

ス は，新 しい 考 え方 の 普及 プ ロ セ ス を イ ノ ベ ーシ ョ

ン の 採 用過 程 と して 社 会 心 理学 的 に 考 察 して い る、、また 「イ ノ

ベ ーシ ョ ン と は，個 人 あ る い は そ の 他 の 採 用 単 位 に よ っ て 新 し

い と知覚 され た アイ デ ァ，習慣，あ る い は 対象物で あり，個体

や 何 ら か の 組織 に 対 し て 新た な代替案，あ る い は 問題解決の た

め の 方法 を提示す る もの 」 と も述 べ て い る。

　 個 人 が イ ノ ベ ーシ ョ ン に 関す る知 識 を初 め て 獲 得 して か ら，

その 採 用 の 賛 否 を決 め，さ ら に個 人 の 行 な っ た決 定 内容 が妥 当

な もの か ど うか を 確 認 す る まで の 心 理 的 過程 で あ る と考 え．図

5 に 示 す 5 段 階 に そ の 普及 過 程 を分 け た。

　 ロ ジ ャ
ー

ス は，イ ノベ ー
シ ョ ン に 関 して 三 種類の 知識が あ る

と述 べ て い る 。 「気づ きの 知 識 」 「ハ ウ ツ ー知 識 」 「原理 的 な知

識 」 で あ る。ま ず，「気づ き の 知 識 」 と は ，あ る イ ノ ベ ー
シ ョ

ン が 存 在 す る と い う情 報 で あ り，次 の 「ハ ウ ッ
ー知 識」や 「原

理 的 な知識」 を探 し求 め る よ うに促 す 。
つ ま り，一

度 イ ノ ベ ー

シ ョ ン の 存在 を知る と，次に そ の 機能 や 内容に つ い て 理解 し よ

う とす る。こ の 時，イ ノ ベ ーシ ョ ン の 「ハ ウ ツ
ー知 識 」 や 「原

理 的 な 知識 」が 求め られ る。「ハ ウ ツ
ー
知識 」とは イ ノ ベ ー

シ ョ

ン を的確 に 使 うため の 知識 で あ り，複雑 な イ ノ ベ ー
シ ョ ン の 場

合，多 くの 「ハ ウ ツ
ー

知 識 」 が必 要 と され る 。 そ して そ れ が不

十 分 の 時 に は 採 用拒 否 や 採 用 中止 が 起 こ りや す く な る。ま た 「原

理 的 な知識 」 とは，イ ノ ベ ー
シ ョ ン の 作 動 原理 に 関す る 知識 で

あ り，それ に よ っ て 採 用 者 の イ ノ ベ ーシ ョ ン に つ い て の 評価 能

力が 高め られ る 。 もち ろ ん，「原理 的 な知 識 」 を知 らな くと も

イ ノ ベ ー
シ ョ ンが 可 能で ある が，間違 っ た利用 の 危険性 をは ら

み ．そ の 結果，採用 を 中 止 す る こ と に な る。

　 また ロ ジ ャ
ース は こ の 段階モ デ ル に お ける そ れ ぞ れの 段階に

おい て コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン ・チ ャ ン ネル とい う視 点 も挙 げて い

る。つ ま り，メ ッ セ ージ を送 り手か ら受け手 に伝 え る手 段 と し

て 捉 え ，対 人 チ ャ ン ネ ル また は マ ス メ デ ィ ア チ ャ ン ネ ル ，あ る

い は メ ッ セ ージ が ロ ーカ ル か らか，コ ス モ ポ ラ イ トな送 り手 か

ら な の か に 分類 し て い る。マ ス メ デ ィ ア
・
チ ャ ン ネル とは，メ ッ

セ
ー

ジ を伝達 す る ラ ジ オ ，テ レ ビ，新聞，映画 と い っ た 媒 体の

総称で あ り，ご く少数の 送り手が多数の 送り手ヘ メ ッ セ
ージ を

伝 え る こ とを可 能 に す る もの で あ る。

　
一

方，対 人 チ ャ ン ネ ル と は 2 人 も し くは そ れ以 上 の 人 々 の 問

で 対 荷 的 な交換 で 行 なわ れ 伝 達 の チ ャ ン ネ ル を指 す。ま た ロ ー

カ ル ・チ ャ ン ネル と は，地域 内で の コ ミュ ニ ケーシ ョ ン の 経路

で あ り．コ ス モ ポ ラ イ ト
・
チ ャ ン ネ ル は，地域 外 の 情報 源 と地

域 内の 受 け手を結ぶ コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 経 路 で あ る。ロ ジ ャ
ー

ス は ，こ れ ら の チ ャ ン ネル は ，イ ノ ベ ー
シ ョ ン に 対する 態度変

更 を促 す ため の 知 識 を生 み だす こ とお よ び個 人 を説得 す る こ と

の 対 比 に おい て 異 な っ た役 割 を果 たす と述 べ て い る。また，イ

ノ ベ ーシ ョ ン の 決定 過程 にお い て は，マ ス メ デ ィ ア や コ ス モ ポ

ラ イ ト・チ ャ ン ネル は 知識段 階で ，対 人 あ る い は ロ ーカ ル ・チ ャ

ン ネ ル は 説 得 段 階 で よ り重 要 で あ る と も述 べ て い る。つ ま り，

マ ス メ デ ィ ァ は イ ノ ベ ー
シ ョ ン の 知識 を形成す る 点で 効果 的で

あ り，対人メ デ ィ ア は イ ノベ
ー

シ ョ ン に対す る 態度の 形成 と変

容に お い て 効果 的 で あ る と考 え られ て い る。

　   い う ど りで の 取 り組 み を ロ ジ ャ
ース モ デ ル に 適用 して ．そ

れ ぞ れの 普 及活 動 は イノ ベ ー
シ ョ ン 決 定 過程 どの 段 階の 内 容 な

の か を考 察 す る。

4 ．2　い うど り事業の普及活動におけ る ロ ジャ
ー

ス モデル の適用

　い う ど り事業 で の 取 り組み をロ ジ ャ
ー

ス モ デ ル に 当て は め，

そ れ ぞ れ の 普及活 動 を表 1 の よ うに 対 応 させ た。

　 ロ ジ ャ
ーズ は．対 人チ ャ ン ネ ル は，イ ノ ベ ー

シ ョ ン 採用 の 説

得 に 貢献 す る と述 べ て い る。つ ま り高 齢者 に は，こ の 対 人 チ ャ

ン ネ ル に よ る 更 な る 情 報 提 供 や 採 用 へ の 説 得 は 有 効 で あ っ た。

宮 田 に よ れ ば，イ ノ ベ ーシ ョ ン へ の 接触 機 会 の 多寡 は，採 用 や

利用 の 促進に 関係する とい う。 特に IT 機器の よ うな複雑 な機

器 は，そ の 存 在 や 原 理，利 用 方法 をマ ス メ デ ィ ア や 他 人 との 会

話 で 見 聞 き して も，実 物 に 接 す る機 会 が な い と採 用 に は な か な

か 踏 み 切 れ な い 。ICT の 採 用 を考 え て も，身近 で 利用で きな

けれ ば 採 用 は不 可 能 で あ る。こ の よ うな物 的 な接 近 しに くさが，

採用決定 を妨げる 要因とな る 。 い う ど り事業 に お け る，コ ミ ュ

ニ ケ
ーシ ョ ン チ ャ ン ネ ル に つ い て は，図 2 〜図 4 の メ ニ ュ

ー

に あ る よ うに マ ス メ デ ィ ア チ ャ ン ネル と して コ ス モ ポ ラ イ トな

送 り手か らの 「市場状 況⊥ 「主 要晶 目の 動 き」等の 情報が 得 ら

れ，また対 人 チ ャ ン ネ ル と し て ロ ー
カ ル な 送 り手 か らの 「取 引

先 へ の 売 り込 み 」「2 月 の 行 事」 等の 情 報 を 網 羅 し て い る 。と
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事前 の 状況
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5 …観 察 可 能 性

　 採 用 の 継続

後の 採用

中断

　 拒絶 の 継続

イ ノ ベ ー
シ ョ ン の 決 定過 程 と は 、個 人 （あ る い は そ の 他 の 意志 決 定 単位 ） が 初 め て イ ノ ベ ーシ ョ ン に 関す る 知 識 を

獲得 して か ら、イ ノ ベ ー
シ ョ ン に 対す る態度を 形成 し て、採用す るか 拒絶す る か の 意志決 定を 行 い 、新 しい ア イデ

ア を 導入
・使 用 し、そ して そ の 意 志決 定 を 確 認 す る に 至 る過 程 の こ と で あ る。

　 　 　 図 5　 イ ノ ベ ー
シ ョ ン 決 定過 程 に お け る五 段 階 モ デ ル

（出典 ： エ ベ レ ッ ト ・
ロ ジ ャ

ーズ 著 　三 藤利 雄訳 （2007 年） 「イ ノ ベ ー
シ ョ ン の 普及D

もに 同
…

画 面 で 参照 で きる こ とか ら知識 を得て ，販 売 と い う相

互 の 説 得 も 可 能 で あ り，第 1 段階 の 知 識 段 階 や 第 2 段 階 の 説

得段階に も効果 的な し くみ で あ る と考え られ る 。

　横 石 氏 は．チ ェ ン ジエ
ージ ェ ン ト と して の 役割 を果 たす と

とも に オ ピニ オ ン リ
ー

ダ と し て も活 動 した結 果，い う ど り事 業

に参 加 す る高 齢者 に よ る同類 性 を超 えて 福 祉 効 果 が生 み 出 され

た 。

5 ．い ろ ど り 事菓の 福祉効果

　い う ど り事業が もた ら した 福祉効果 に つ い て 図 6 に 述 べ る 。

5 ．1　 高 齢者 サービス

　定 年 退 職 後 の 年 齢 の 高 齢者 は，年 金 と退 職 金 等 の 蓄 え で 余

生 を過 ごす こ と が多 い が   い う ど りに 参 画 す る 農 家 の 高 齢

者 は 現 役 で 働 い て い る （  80 歳 の お ば あ さ ん が 数 年 先 の 出

荷 を見据 えて苗 木を植えて い る ）。   い う ど りに参加 す る高 齢

者 に は 年 間 1000 万以．ヒ売 り上 げ る 人 もい る。年金 需 給か ら

逆 に 納 税 者 と な っ て い る。高齢者 の 割合 い が 大 きい に も関 わ

らず，市 民税 の 納付 割合 は徳 島 県で トッ プで あ る。（  年金 需

給 か ら納 税 者 に ） 所 得 の
．
支 えが 自立 の 精 神 的 支 え と な っ て い

る。

　上 勝 町 の 多 くの 若 い 住 民 は 村 外 で 働 きつ つ ，高 齢 者 は い う

ど りシ ス テ ム を活 用 して 村 外 の 状 況 を把 握 し，嫁 と姑 等 が い

う ど りの 事業 で
一
緒 に 働 くこ とで 収入 が 向上 し，知識 と知恵

の 共 有 に よ っ て 両 者 が 孤 立 す る こ と な く良 好 な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 生 ま れ た ，、そ し て ．家 族 コ ミ ュ ニ テ ィ が 復 活 し 安 心

感が 醸成 さ れ て い っ た 、、高齢者の 安心 感 と社会復帰 が 達成 さ

れ て い っ た。（  家族 コ ミ ュ ニ テ ィ の 復 活 ） そ の た め，高齢 者

だけ 集 まる機 会 が 減 っ た 結 果，2007 年 に 町営 の 老 人 ホ
ーム は

廃 止 さ れ た 。

5 ．2　高齢者医療サ
ービス

　い う ど り事業 に 参 加 す る 高齢者 は 毎 囗 市況 をパ ソ コ ン で

チ ェ ッ ク して ，裏 山の 「葉 っ ぱ」の 生 産計画や 収支計画を策定

して い る。収 入 が増 える と所 得税 の 計 算 もす る 必要 が あ る。ま

た，収入 に繋 が る た め 突 然 の 注 文 に も即座 に応 え る 必要 が あ り，

自分 の 裏 山 に ど ん な草 木 が 育 っ て い る か 高 齢者 の 頭 の 中で 整 然

と在庫管理 が 成 され，認 知症対 策 に も貢献 して い る とい う。 （ 

認知 症予 備軍 か ら 数字 に 強 い 高齢者へ ）

　平 成 16 年 の 上 勝 町 の 資料 に よ れ ば上 勝 町 の 1 人 あ た りの 医

療費は約 26 万 円。徳 島県の 平成 16年度当時の 市町 村 50 の 中

で 32 位 で あ る。高 齢 化率 で は 75 歳 以上 が 1 位，65 歳 及 び 60

歳 以上 が 3位 の 上 位 で あ る。医療 費 が最 も多 か っ た一字 村 で は

約 46 万 冂 で そ の 差 は 20 万 円で あ っ た。上 勝 町 の 人 口 が 当 時

65 歳以 上 が 約 1200 人 （ち なみ に 60 歳以 上 1171 人，65 歳 以

上 984 人．75 歳 以 上 528 人 ）で あ る の で 差 は 約 2 億 4 千 万 の

医 療費節約 に な る。もち ろ ん 介護費用 の 節約 に つ なが る。横石

氏 は次 の よ うに 述べ て い る。「忙 し く働 い て い る お ば あ ちゃ ん

と病 院で す わ っ て い る お ば あ ち ゃ ん と は え ら い 違 い だ ろ う。大

病 を患 っ て も葉 っ ぱの 仕 事 を続 け る こ とが 体 と心 の リ ハ ビ に つ

なが り，元 気 を取 り戻 して い る。頭 に腫 瘍 がで きて 一時歩 け な

くな っ た 人 が，手術後，静養 もそ こ そ こ に い う ど り事業 を始 め

た 結 果 ，そ れ が リハ ビ リ と な っ た の か 1 人 で 歩 け る よ う に な っ

て 医者 も 驚 い た と い う。」 （  県 内 ト ッ プ の 高齢 化 比 率 に もか か

わ らず，医療費の 少 な さ が 県内 19 番 目）
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表 1 　 い う ど り事 業 の 普及 活 動 と ロ ジ ャ
ー

ス モ デ ル と の 照 合

ロ ジ ヤ
ーズモ デ ル

　 第 1 段 階は 知識段 階で あ り．個人 が イ ヘ ノ ベ
ー

シ ョ ン の 存在

を知 り．そ れ が い か に機 能 す るか に つ い て 何 ら か の 理 解 を得 る

段 階 で あ る。何 らか の一＝ 一ズ を感 じて い た り解決す べ き課 題 が

ある 個 人は ，そ の ニ ーズ の 充足 や 間題解 決 に 役立 つ イ ノ ベ ーシ

ョ ン の 情 報 を求め た り，偶 然そ の 情 報 を知 る こ とか ら採用 過 程

が 開始 され る こ と と な る。

　 第 2 段 階 は 説得段 階 で あ る。こ こ で は イ ノ ベ ーシ ョ ン に 対

して 好意的 また は 非好意 的な態度 を形 成す る 。 そ して ，イ ノ ベ

ーシ ョ ン の 採 用 に よ っ て 期 待 され る結 果 の 不確 実 性 を減 ず る た

め，イ ノ ベ
ー

シ ョ ン の 「評 価 情 報 」 が 求 め られ る こ と に な る n

　 第 3段 階は決定段 階で ある ．自分の 態度 に 従 っ て イ ノ ベ ーシ ョ

ン の 賛否 の 意 思 決 定 を行 な う段 階 で あ る。も し新 しい イ ノベ ーシ

ョ ン が 活用 可 能 な場 合 に は，そ の 効 用 を 自分 で 確か め て か ら本 格

的 な採用 を 決定す る こ とが で きる 。こ れ は ，採用 に よ る リ ス ク を

防 ぐた めの 重要 な手段 とな っ て い る ．

　 第 4 段 階 は導 入段 階 で あ る。導入 段階 ま で は，思 考 と意 志 決

定が 交差 して い る。あ る イノ ベ ーシ ョ ン を採用 す る 意思 決定 を

すれ ば，不確実性 に 対応す る た め の ，さ らに 採 用 に 必要 な情 報

を 積極的 に探 し，そ れ に基 づ い て 実 際に採 用 し，利 用す る．t そ

して．そ の 利 用 が 採 用 者 の 日 々 の 行 動 の ・．．・
部 に な っ た 時に，こ

の 段 階は 終 了す る 。こ こ で ロ ジ ャ
ーズ は ，チ ェ ン ジ エ

ー
ジ ェ ン

トの 役割 は ，イ ノ ベ
ー

シ ョ ン を導 入 した ク ラ イ ァ ン トに 対 し て

主 と して 技術的 な支 援 をす る こ とで あ る と も述べ て い る。

第 5段 階 （最終段 階） は 確認段 階で あ る 。こ こ で は イ ノ ベ ーシ

ョ ン を採 用 した こ と に つ い て 「強 化す る 情報」が 求め られ る 段

階 で あ る。不 調 和 な状 態 を避 け た り，また は そ の よ う な状態 で

あ っ て もそ れ を減 じよ うとす る 段 階 で ある 。

い う ど り事業の 普及 活動

まず．葉 っ ぱ が，つ ま も の に な る た め の 「気づ き知識 」 を 得 る 段 階が あ

る。こ れ まで の 林 業，米や み か ん栽培 で は．輸 入 材 や 値崩 れ に よる 収 入 減

少，さ らに 過 疎 と高齢 者で の 生 産に対 応で きな い た め，新 た な生 産物が 必

要で あ り，料亭で の 経験 と高齢者 で も生 産 で きる 葉 っ ぱ が，そ の 課題 の 解

決 に な る 気づ きを 生 ん だu 横石 氏 は．さ ら に 料 亭 通 い で 「葉 っ ぱ 」 を研 究

し，「ハ ウ ッ
ー

知識 」 を習 得 した。そ れ ら の 販 売 に ネ ッ トワ
ー

ク を活 用 す る

ため，FAX か ら防 災 無 線 を活 用 した イ ン タ
ー

ネ ッ トの 知 識 も習 得 して い る、、

「ハ ゥッ ー知識」 を支 える た め，料亭通 い と ともに 商 品 となる 葉 っ ぱ を研 究

しイ ラ ス ト化 して ，葉 っ ぱ の 栽培方法 や販売 方法 に つ い て の 「原理的な 知識」

を習得 し，FAX や パ ソ コ ン を活用 して 高齢 者 に周 知 した。

  い う ど りの 設立 に 述べ た状況で ある．非好意 的な 高齢者に対 して 料亭で の 視

察や 市場担当者 との 勉強会，さ ら に まず FAX に よ る販売を 実施 し，葉 っ ぱ は

商 品 に なる こ と を説 得 した。また実 際 に販 売 し，葉 っ ぱ 販 売の 評仙 情報を 高齢

者は求め ，収 入 を実感 し，葉 っ ぱ販 売に好意的な高齢者が増加 して い っ た 。

裏 山 の 葉 っ ぱ を実 際 に 何 度 か 販 売 して ，都 市 の 料 亭 に お け る 「つ ま もの 」

の 価 値 を高 齢 者が 実 感 す る こ とで ，い う ど り事業 は ，飛 躍 的 に普 及 した。

裏 山 の 葉 っ ぱ が 商品 と な り，高齢者 は葉 っ ぱ の 知識 を さ ら に販 売 で きる 商

品知識 と して 情報 収集す る よ うに な っ て い っ た 。 前 述の 図 2 〜図 4 の 情報

を 端末で 開示 して い っ た。そ の 基 礎情報 は，横石 氏 が 集め 】邇 （で 提供 して

い た 葉 っ ぱ 情報 で あ る。さ らに 商品 と して 「詰 め 方」「セ ッ トもの の 作 り方」

も画 面で 参 照 で きる よ うに な っ て い る 。そ の 結果，高齢 者 に お ける い ろ ど

り画面の 確 認 は 日 常生 活の
一

部 と な っ て い っ た。

前 述 の よ うな使 い や す い 入 力装 置 の 技 術 的 開発 に よ っ て パ ソ コ ン を高齢者 で

も ICTで あるパ ソ コ ン を使 える ように改造 した横石氏の 取 り組み が該 当する。

個人 ある い は 何 らか の 意 思 決定単位 は，すで に 行な っ た決 定 を 強化す る も

の を 求 め る 。葉 っ ぱ生 産 は，商品生 産 で ある と ともに 裏山 の 緑化推進 や 葉

っ ぱ は ゴ ミで は な く商品化 さ れ た こ と か ら 自然 保護 へ の 取 り組み へ と強 化

さ れ て い っ た 。葉 っ ぱ の 知 識か ら，相互 情報 交換 に よ っ て 新 しい 知識 を創

造 し知 恵 を生 み．さ ら に 全 員の 協 力 を求 め る とい っ た 「ヒ勝 好 循 環 型 シ ス

テ ム 」が 構 築 され，葉 っ ぱ販 売 の 推 進 を強 化 す る仕組 み が 構 築 され て い っ た u

　　 　　　　 　　　 　　　　 　　 図 6　い う ど り事 棄 と福 祉 効果

（出 典 ： い う ど り一お ば あ ち ゃ ん た ち の 葉 っ ぱ ビ ジ ネス ー　立 木写真館　PISO い ろ ど り効 果 10 条 に基 づ き筆者 作成 ）
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5．3　ま ち づ く り

　 ま た マ ス コ ミ の 取材効果 に よ っ て 多 数 の NPO 団 体 が 訪 問

し，全 国か ら まちづ くりに 関心 の あ る若 者 を呼び寄 せ る原 動力

とな る と と もに 就 職先 に もな っ て い る 。（．  廃 村 予 定 地 か ら世

界の 住 目地点 に ）

　平 成 16 年度 の 上勝 町 の 人 口 は 2198 人，65 歳以 ヒの 人 口が

984 人 で 44 ．78％ を 占 め る、、2 人 に 1 人 が 高齢 者 で あ る c、い う

ど り事業だ けで な く，木材 の 加 工 販 売 な どの 農作 物販 売 関連 の

5 つ の 第 3 セ ク タ が生 まれ た。（  荒 れ た杉 林 が 生産 拠 点 に ）

　 ．．ヒ勝 町役 場 の 支 援 もあ り 「ご み ゼ ロ 運 動 」 「環 境 ボ ラ ン テ ィ

ァ 運 送 業 」 等 さ ま ざ ま な事 業 が 展 開 し 1 ターン や U ターン の

若 者 の 就 職 先 とな っ た。昭 和 60 年 か ら平 成 17年 まで の U ター

ン ・1 タ
ー

ン 者数は U ターン 者 56 名 （うち 47 名定住）1 タ
ー

ン 者 数 122 名 （うち 83 名 定 住 ）U ターン ・1 タ
ー

ン 者 数が 人

凵 に 占め る 割合 は 6 ．3％ に もな っ て い る 。 （  若者離れ の 町 が

U タ
ーン 1 夕

一ン の 町 へ ）

5．4　い う ど り事業と福祉効果 の考 察

　古 田 （2009 ）
【“］

は 「人 間 は幸福 に な ろ う と い う イ ン セ ン テ ィ

ブ を持 っ て 行動 して い る と い う視点 は，医療や 福祉 な ど 杜会制

度に か か わ る 提言 で も欠 か せ な い もの だ 」 と述 べ て い る。

　 い う ど り事業で は ，報酬 とい う 「強化因子」 に よ っ て イ ン セ

ン テ ィ ブが 高め られ，福祉 効果が 高 め られ た の で はな い か と考

え る。例 え ば，報 酬 を得 る こ と に よ っ て 高齢 者 が 家 族 の 負 担 で

は な くな っ て い る、葉 っ ぱ の 知 識 に よ っ て 信 頼 と尊敬 の 対 象 と

な っ てい る 。 その 結 果，高齢者 も 「家族 と
一．一
緒 に に ぎや か に暮

らす 」 とい う高齢 者 が 満 足 す る福 祉 効 果 を 得 て い る、t つ ま り，

葉 っ ぱ の 知識 を有 し，そ の 知識 を活用 で きる 場面や，売れ な い

理 由は 何か と常 に 的 を得た課題 認識 とそ れ ら を共通 認識する と

い っ た 環 境 が 高齢 者間 に お い て 順 次構 築 され ，福祉 効 果 の 生 起

確 率 が高 め られ て い っ た の で はな い か と考 え られ る。収 入 を 自

らの 知 識 と知 恵 で 生 み 出 す とい うこ とは，高 齢 者 に お け るイ ン

セ ン テ ィ ブ と な っ た と 考 え られ る 。 い う ど り事業 ぽ ，今後の 福

祉 サ ービ ス の 提 供 の 取 組 み に 対 し て 考 慮 すべ き示 唆 を 与 え て い

る と考える 。

5 ．お わ りに

　 高 度 成 長期 の よ うに社 会 保 障 の 費 用 を大 都 市 や お お むね 1．8

歳か ら 60歳まで の 生産労働 人口が 支えて きた 時代が 終わ り，現

在少 了 高齢化時代 の 福祉 サ
ービ ス の 構築が 必 要 と な っ て い る。

　本論文で は ，．E勝町 の よ うに 住民の 高齢化や 過疎 に 苦悩す る

地方 で あ っ て も，自立意 識 に基 づ くイ ノ ベ
ー

シ ョ ン が確 実 に 実

践 されれ ば ，今 まで の 経 済 シ ス テ ム と は違 っ た 新 しい 方法で 収

入 を得 る こ とが 可 能 とな り，そ れが福 祉 サービ ス の
一

つ の 仕組

み と な る こ とを 明 らか に した。さ らに 「高 齢 者 の 白立促 進 に よ

る福 祉 サービ ス の 促 進 に は イ ノ ベ ーシ ョ ン の 普 及過 程 の 促 進 条

件 を満 た す よ うに タ イ ミ ン グ よ く着 実 に環境整備を行うこ とが

有効 で あ ろ うと い う示 唆 を えた ．

　地 域 の 特 性 に即 した イ ノ ベ ー
シ ョ ン は，高 齢 者 が ，高 齢者

が一方 的 に 福 祉 サービ ス を受 容 す る だ けで は な く，確 固 と した

自立 意 識 に よ る モ テ ィ ベ ー
シ ョ ン 喚起 と生 きが い に 繋 が る プ ロ

セ ス を構 成 で き る こ と も知 られた。生 きが い を共 有 す る こ と か

ら，地 域 の 同世 代 との ネ ッ トワ
ーク も構 築 され，そ れが さ らに

モ テ ィベ ーシ ョ ン や 次の 牛 きが い に好循環 し，福祉に貢献す る

こ と も示 した，，

　 上 勝 田」
．
同様，特 産 物で あ る 「ゆず」 を飲 み やす い 清涼飲 料 水

の 地域 商品 と して 販売 し，高齢者 を含 む村民全体で まちづ くり

を達成 した 高知 県馬 路村，あ る い は 高齢者の 若年 時 に取得 した

作 業技 術 を生 か し，小 麦 粉 の 皮で 山 菜や 野菜 を包 ん だ 「お や き」

販 売 で 高 収 入 を上 げた 長野 県 小 川村 な どは，本論 文 で 用 い た イ

ノ ベ
ー

シ ョ ン の 普及 分析 にあ て は めれ ば，福祉 サービ ス の 新 た

な 仕組み の ひ と つ で あ る 高齢 者 の 自立 促 進 と さ ら にヘ ル ス プ ロ

モ ー
シ ョ ン に つ い て 知見を確か な もの に す る こ とが 山来 る で あ

ろ う。そ の 成 果を福祉サービ ス の 向．Lの 促進条件 と して 明確す

る の が今 後 の 課 題 で あ る。
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