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た
や
す
く
実
践
で
き
る

地
域
住
民
と
の
親
密
度
向
上

事
業
所
が
地
域
密
着
・
交
流
す
る
こ

と
の
最
終
目
的
は
、
誰
も
が
自
分
ら
し

く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
に

あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
至
る

ま
で
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
①
職

員
と
地
域
住
民
の
親
密
度
の
向
上
、
②

地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
、
③
事
業

所
が
地
域
（
貢
献
）
活
動
を
実
施
、
④

地
域
住
民
と
事
業
所
の
信
頼
関
係
の
構

築
、
⑤
地
域
住
民
と
事
業
所
の
協
働
関

係
の
構
築
│
│
と
い
っ
た
段
階
に
つ
い

て
は
、
実
践
レ
ベ
ル
で
ま
だ
方
法
論
が

確
立
し
て
い
ま
せ
ん
。
１
つ
だ
け
明
ら

か
な
点
は
、
①
〜
⑤
の
各
段
階
を
漸
次

踏
ん
で
い
か
ね
ば
、
一
足
飛
び
に
最
終

段
階
到
達
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。地

域
の
絆
で
は
①
を
達
成
す
る
た
め

に
「
挨
拶
運
動
」
を
実
践
し
て
き
ま
し

た
。
心
理
学
の
領
域
で
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
挨
拶
や
日
常
生
活
会
話
を
す
る

親
密
度
の
レ
ベ
ル
に
達
し
な
い
限
り
、

そ
れ
以
上
の
親
密
な
関
係
を
築
く
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
（
図
）。
し
か
し
、
挨
拶

レ
ベ
ル
の
会
話
で
あ
れ
ば
、
事
業
所
は

さ
ほ
ど
労
力
を
か
け
な
く
て
も
、
職
員

一
人
ひ
と
り
が
意
識
変
革
さ
え
す
れ
ば

即
実
践
可
能
で
す
。
レ
ベ
ル
２
ま
で
は

た
や
す
く
実
践
が
可
能
で
し
ょ
う
。

地
域
の
絆
で
は
ま
ず
、
レ
ベ
ル
２
と

し
て
「
地
域
住
民
と
の
親
密
度
の
構
築
」

を
図
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
何
か

を
実
践
す
る
こ
と
を
目
的
に
親
密
に
な

る
の
で
は
な
く
、
親
密
に
な
る
こ
と
自

体
を
目
的
に
し
た
取
り
組
み
で
す
。
一

人
の
人
間
と
し
て
住
民
と
親
密
な
関
係

を
築
か
ね
ば
、
人
と
人
と
が
何
か
を
協

働
す
る
こ
と
に
は
決
し
て
つ
な
が
り
ま

せ
ん
。
そ
し
て
、
親
密
度
が
構
築
さ
れ

る
に
つ
れ
て
、
②
の
実
践
を
試
み
ま
し

た
。

地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
引
き
出
す

会
話
を
す
る
た
め
に

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
地
域
福
祉
セ

ン
タ
ー
仁
伍
で
実
践
し
た
方
法
で
す
が
、

ど
の
事
業
所
で
も
実
践
可
能
な
方
法
な

の
で
、
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
職
員
が
ケ
ア
や
業
務

に
追
わ
れ
る
な
か
で
、
実
践
可
能
な
方

法
を
考
え
た
も
の
で
す
。
職
員
が
地
域

住
民
に
聞
き
取
り
を
行
い
ま
す
が
、
そ

の
際
の
ル
ー
ル
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

①
期
間
中
（
３
週
間
と
い
う
期
限
を
設

定
）
出
勤
し
た
職
員
は
１
日
当
た
り
、

頻
度
１
回
以
上
、
時
間
５
分
以
上
、

地
域
住
民
と
日
常
生
活
会
話
を
行
う

（
利
用
者
と
散
歩
中
や
、
送
迎
や
訪
問

時
、
出
退
勤
時
に
実
施
）。

②
普
段
の
日
常
生
活
会
話
と
は
違
う
、

何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
た
会
話
（
地

域
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
引
き
出
す
会
話
）

で
あ
り
、
広
義
の
生
活
場
面
面
接
で

あ
る
と
位
置
づ
け
る
。

③
「
ニ
ー
ズ
を
引
き
出
す
会
話
」
の
具

体
的
方
法
と
し
て
、（
地
域
住
民
が
）

「
困
っ
て
い
る
こ
と
」「
望
ん
で
い
る

こ
と
」
を
聞
き
出
す
よ
う
職
員
に
指

導
。
た
だ
し
、「
困
っ
て
い
る
こ
と
」

「
望
ん
で
い
る
こ
と
」
を
直
接
聞
か
ず

に
、
日
常
会
話
の
な
か
か
ら
「
真
意
」

を
聞
き
取
る
こ
と
が
ル
ー
ル
（
よ
ほ

ど
の
関
係
が
で
き
て
い
な
い
と
、
直

接
問
わ
れ
て
も
地
域
住
民
は
困
惑
す

る
）。

④
職
員
は
記
録
用
紙
に
会
話
内
容
を
記

載
。
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
用
紙
を
貼

付
し
、
そ
の
日
の
情
報
を
全
職
員
で

共
有
（
共
有
情
報
を
、
次
の
会
話
に

活
か
す
）。

⑤
聞
き
取
り
調
査
か
ら
上
が
っ
て
き
た

も
の
を
Ｋ
Ｊ
法
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
。

１
日
５
分
程
度
の
会
話
と
、
期
間
を

３
週
間
（
約
30
回
の
会
話
を
記
録
）
に

限
定
す
る
こ
と
で
実
践
が
可
能
と
な
り
、

表
の
よ
う
な
結
果
を
得
ら
れ
ま
し
た
。

介護ビジョン・2009.3 58

地域密着・地域交流を
促進する方法④
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聞
き
取
り
調
査
か
ら

見
え
て
き
た
多
様
な
ニ
ー
ズ

こ
の
取
り
組
み
で
私
た
ち
が
顕
著
に

受
け
止
め
た
の
が
、
①
町
内
の
交
流
、

②
世
代
間
の
交
流
、
③
文
化
の
継
承
、

④
自
分
の
知
識
や
才
能
を
活
か
し
た
い

│
│
で
し
た
。
①
〜
③
は
ど
の
地
域
に

も
共
通
す
る
項
目
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

セ
ン
タ
ー
が
所
在
す
る
仁
伍
町
内

会
も
、
地
域
活
動
参
加
者
の
年
齢

層
は
40
代
以
下
の
参
加
率
が
ゼ
ロ

に
近
い
状
況
で
し
た
。
で
す
か
ら
、

地
域
文
化
や
活
動
の
伝
承
・
継
続

に
不
安
が
あ
っ
て
表
出
さ
れ
た
ニ

ー
ズ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

④
は
、
実
は
地
域
貢
献
が
し
た

く
て
ウ
ズ
ウ
ズ
し
て
い
る
が
、
そ

れ
が
活
動
に
結
び
つ
い
て
い
な
い

ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
地
域
で
困
っ
て

い
る
方
（
利
用
者
）
の
支
援
を
専

門
職
が
一
方
で
引
き
受
け
な
が
ら

も
、「
支
援
し
た
い
」
思
い
を
抱

え
る
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
度
外
視
し

て
い
る
た
め
に
、
両
者
の
マ
ッ
チ

ン
グ
が
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。

そ
し
て
、
確
実
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ケ
ア
の
土
壌
が
あ
る
こ
と
を
実
感

で
き
る
ニ
ー
ズ
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
元
に
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
小

地
域
支
援
計
画
を
作
成
し
ま
し
た
。
前

号
で
紹
介
し
た
地
域
交
流
事
業
と
し
て

の
イ
ベ
ン
ト
は
、
40
代
以
下
の
年
齢
層

を
地
域
活
動
に
巻
き
込
む
こ
と
を
主
眼

に
置
い
て
の
内
容
で
す
。
具
体
的
に
は
、

子
ど
も
の
健
全
育
成
に
対
す
る
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
、
子
ど
も
を
対
象
に
す
る
こ

と
で
、
子
ど
も
の
両
親
に
活
動
に
携
わ

っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

本
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
既
存
の
地
域

活
動
の
担
い
手
（
50
歳
以
上
の
方
）
と
、

40
歳
以
下
の
住
民
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を

仕
掛
け
る
の
で
す
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を

通
し
て
、
40
代
以
下
の
お
父
さ
ん
２
人

が
既
存
の
地
域
活
動
に
参
加
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
成
果
は
ま
だ
大
き

く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
取
り
組

み
は
継
続
性
が
必
要
で
す
。

地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
は
、
事
業
所
と

住
民
の
親
密
度
を
上
げ
て
い
く
プ
ロ
セ

ス
で
理
解
さ
れ
て
き
ま
す
が
、
こ
ち
ら

側
に
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
探
ろ
う
と

す
る
確
か
な
意
思
が
な
い
限
り
、
な
か

な
か
と
ら
え
に
く
い
も
の
で
す
。
ま
ず

は
手
探
り
の
な
か
、
地
域
に
さ
ま
ざ
ま

な
仕
掛
け
を
展
開
し
、
一
方
で
「
地
域

住
民
の
ニ
ー
ズ
は
何
か
」
を
常
に
考
え
、

住
民
の
「
声
」
に
耳
を
そ
ば
だ
て
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
を
職
員
に
伝
え
る
た
め
に
も
、

研
修
の
一
環
と
し
て
、
当
セ
ン
タ
ー
の

取
り
組
み
を
導
入
さ
れ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、
仁
伍
の
取
り

組
み
の
半
分
は
、
職
員
に
地
域
を
と
ら

え
る
視
点
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目

的
に
研
修
と
し
て
実
践
し
た
も
の
で
す
。
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中島康晴
NPO法人地域の絆代表理事

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、
介護支援専門員。1973年生まれ。大学で
は、社会学を中心に社会福祉学を学ぶ。主
な職歴は、デイサービスセンター生活相談
員、老人保健施設介護職リーダー、デイサ
ービス・グループホーム管理者。福祉専門
職がまちづくりに関与していく実践の必要
性を感じ、特定非営利活動法人地域の絆を
設立。学生時代に参加した市民運動「市民
の絆」の名前をヒントに命名。

小規模多機能型居宅介護運営に不可欠な、「コミュニティケア」の実践を解説。

マーケティング戦略から地域支援・連携の方法など事業を成功させるノウハウを伝授。

図　人間関係の親密度レベル
『よくわかる脳とこころの図解百科』（厚東篤生、濱田秀伯）

表　近隣住民のニーズ（仁伍職員による聞き取り調査結果から）

・町内の美化
・自分の知識や才能を活かしたい
・安全の確保（子どもの夕方の安全）
・町内の交流　＊新興地と旧家の交流・近所づきあい・近所の情報
・世代間の交流　＊若い人の地域活動参加率の低下
・文化の継承　＊行事に関心を持ってもらいたい　＊仁伍のことをもっと知ってほしい
・行事の人手不足
・後継者不足

アメリカの心理学者レヴィンガーは「人間関係の新密度レベル」を4段階に分類しました（1974年）

お互いに知らない、無関係な状態です。

相手を一方的に知っている状態です。影響を及ぼし合うことはありません。

たとえば、挨拶を交わすぐらいの「顔見知り」という段階です。近所に住んでい
る、席が隣だったなど物理的に近いという2人の間で表面的な相互作用が生じます。

相互接触段階と言われます。
①低相互作用（知り合い）、②中相互作用（友人）、③高相互作用（親友・恋人）
前の段階より親しくなるためには、互いに類似性、つまり、何らかの共通性や共
通点があることが、また男女間では身体的魅力も大きな要素となります。
②の段階になると、心を許し、互いに本来の自分を見せ（自己開示）、より親密に
なります。自己開示がさらに深まって互いに依存する関係になると③の段階に達
するのです。
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	Text6: 日本医療企画出版「介護ビジョン」2009年3月発行　P.58～P.59に掲載


