
参加・参画のアラカルト

CASE_01　若者とつくる、お気に入りの空間
　　　　　　　　COCORUかまくら／鎌倉青少年会館

　　　　　　　　　　　　　　　　＃行政職員が

　　　　　　　　　　　　　　　　＃居場所施設を立ち上げる

CASE_02　来た、見た、書いた
　　　　　　　　―インタビューで出会うまちのあれこれ―

　　　　　　　　知る、伝える。ボランティア／横浜市青少年育成センター

　　　　　　　　　　　　　　　　＃ボランティア活動から

　　　　　　　　　　　　　　　　＃まちに関わりはじめる

CASE_03　「ちょっとだけやってみない？」
が、ひらく世界
　　　　　　　　フレンズ☆SAKAE／Sakae
Wakamono
Creation2024

　　　　　　　　　　　　　　　　＃日常の居場所から

　　　　　　　　　　　　　　　　＃まちに関わりはじめる

CASE_04　「マイプロ」からはじまる、まちへの参画
　　　　　　　　ふろぷろKananishi／FROM
PROJECT

　　　　　　　　　　　　　　　　＃行政と民間のタイアップで

　　　　　　　　　　　　　　　　＃まちに参画する

CASE_05　大学が育む、未来への種
①
　　　　　　　　神奈川大学共通教養科目「体験型研修」

　　　　　　　　　　　　　　　　＃体験カリキュラムを通じ

　　　　　　　　　　　　　　　　＃まちに関わりはじめる

CASE_06　大学が育む、未来への種
②
　　　　　　　　神奈川大学社会教育課程

　　　　　　　　かながわユースフォーラム実行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　＃社会教育課程から

　　　　　　　　　　　　　　　　＃まちに参画する

CASE_07　サポーター、というライフスタイル
　　　　　　　　県立青少年センター人材育成推進事業

　　　　　　　　「ステップアップキャラバン」

　　　　　　　　／神奈川県子ども会連絡協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　＃地域の子ども会から

　　　　　　　　　　　　　　　　＃まちに参画する

神奈川県域の、特徴的な若者の社会参画の実例
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　鎌倉青少年会館とは、「青少年に交流と活動の場

を提供し、青少年の健全育成を図る」ことを目的に

設置された施設です。鎌倉駅から徒歩30分弱の閑

静な住宅街に位置しており、会館内には学童・アフ

タースクール「かまくらっ子」等他の機能も併設し

ています。

　今回鎌倉市では、中高生が安心できる、チャレン

ジできる、人とのつながりを感じられる居場所の提

供を目的として、会館内を音楽やダンス、自習等、

自由に過ごせる場に、青少年会館広場をバスケット

やサッカー等、自由に運動ができる場になるようリ

ニューアルし、2024年11月10日にオープニングイ

ベントを行いました。
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　世は「こどもまんなか」の時代。各地で青少年、すなわち子ども・若者施策が

様々に展開される中で、乳幼児や児童の居場所づくりに特に力が注がれています。

そんな中、行政としては比較的遅れをとってきた若者世代の居場所づくりに果敢に

チャレンジしたのが鎌倉市。

　『学校でも家庭でもない、中高生のためのもう一つの居場所。中高生が放課後や休

日を思い思いに過ごすことができる。「中高生のやってみたい」を実現でき、新たな

出会いやつながりの創出も生まれる場。』をコンセプトに、「COCORUかまくら」と

して、2024年にリニューアルオープンしたばかりの鎌倉青少年会館を訪れました。

COCORU（ココル）かまくら／

鎌倉青少年会館

若者とつくる、お気に入りの空間

Case_01 ＃COCORUかまくら／
＃鎌倉青少年会館

（上）グリーンのある空間に、若者が一息つ

く姿、語らう姿を想像する

（中）外観は昔ながらの「会館」の趣き

（下）Webページで閲覧可能な「COCORUか

まくらができるまで」

「鎌倉青少年会館

　リニューアルについて」

　鎌倉市
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　　鎌倉市青少庯課が運営する施設、「鎌倉青少

　庯会館」は、中高生の居場所として2024庯度

　にリニューアルオープンしました。

　　委託事業ではないため、実際にその実現に庼

　走したのは行政職員と庨事者である若者たち。

　誕生したばかりの居場所を庻ね、青少庯課職員

　のお庭人に、廇ち上げへの思いやプロセスにつ

　いて伺いました。

廇ち上げ前の課題

　青少庯課の事業のターゲットは「青少庯」です

が、その定義は庴広いです。これまで青少庯課が

やってきた事業はどちらかというと、「庹課後かま

くらっ子」の廇ち上げなど、小学生世代に重点が

康っていて、中学生、高校生に全然手が庫いてい

なかったという状況でした。

　青少庯会館は「青少庯の活庪と交廈の場所」と

なっていますが、リニューアル以前の中高生の廅

廃廆は
3～4%程度。青少庯会館には「庹課後かま

くらっ子」が庶設しているので、小学生は使って

いましたが、多くは貸館の廅廃として大人の団体

が使うような施設で、そこに課題があると感じて

いました。

　青少庯課の事業として、ここ数庯間は「庹課後

かまくらっ子」を全ての小学校区で実施すること

に廉を割いていましたが、次は小学生より上の世

代の事業が庱廄だということを考えていました。

（左）カフェのようなたたずまいのロビー。

珍しいブランコ型のソファ（左端）は購庮し

た一庺、市職員による寄庳の書籍、市廀所の

庸隅にあった家具などを廂々組み合わせ活廃

している

（下）パンフレットの庲紙からも、やわらか

いイメージが伝わる

　市の総合計画や「鎌倉市子ども・若者育成プラ

ン」にも、「青少庯の居場所づくり」と「地域の担

い手となる青少庯の育成」というのが2庽柱である

とありますが、中高生世代やもう少し上の世代に

対してアプローチできていなかったんです。

「マーケティングリサーチ」！

　そこで庾をつけたのが既存の「青少庯会館」で

すが、ボトムアップで何か新規事業をやるには庬

しいところがありました。ただ、最初からリニュ

ーアルを推進したわけではなく、まずは中学生と

高校生を対象にアンケート調査（廊廋４庯度）

や、「『わたし』の居場所」をテーマに講演会（廊

廋４庯度）を実施しました。そういう座壌づく

り、庵囲気づくりに庰やしたのが数庯間ありまし

た。

　中高生対象のアンケート調査は全体で
廁3,000

件の回庩が集まりました。その中で「家と学校以

外に安心できる場所がありますか？」という質庿

に対して３人に1人は「ない」という回庩で、さら

に４人に１人が「学校への居場所感」についてネ

ガティブな回庩だったんです。これがリニューア

ルに向けた一つの推進廉になりました。

　そこで廊廋
5
庯度には「鎌倉青少庯会館リニュ

ーアル実行委員会」を廇ち上げて、「青少庯会館が

リニューアルするとしたら、どういう場所になっ

てもらいたいか」ということを、中学生、高校生

の子たちに考えてもらいました。

居場所づくりのDIY

行政職員が語る「COCORUかまくら」スタートアップ
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　加えて、社会跅にも跛跇校の増加や「助けてが

言えない」などの課趺が取り上げられていたり、

こども家跄跁の「こどもの居場所距会」が跓足し

たりする跊きもあり、さらに鎌倉市として神跍川

県に準じた「鎌倉市こどもまんなか応援サポータ

ー宣言」を出す跀で、議会の跤からも“子どもの支

援”や“子どもの居場所”への声が上がってきていた

頃でした。

　その機運の跀、鎌倉市では『かまくらまるごと

子育て・子育ち戦跮ーきらきらプロジェクトー』

を計画し、跰跱６跑跈から順次やっていこうとい

う跊きがありました。それは既趵の跲の跩算では

なくて、跲外の跩算で跬求ができたので、これに

は乗らなきゃと、青少跑会館のリニューアル跗跫

を跰跱
5
跑跈に積みました。それでやっと今跑跈

を迎えられた…という形ですね。

若者とつくる空間

　鎌倉青少跑会館リニューアル実行委員会は跰跱

５跑跈に跭ち上げて、公跢をしたり、「跣課後かま

くらっ子」で繋がりのあった子に声をかけたりし

て、跀高生７人で構成しました。夏休みに３回、

跉休みに２回集まり、「居場所って何だろう？」と

ブレインストーミングなどを行いました。

　リニューアルを考えるにあたって、跋じ跀高生

でもいろんな人がいることを趾ってほしかったの

で、「この子にとって居場所って？」、「この子って

どういう子なんだろう？」、「居場所ってどういう

場所なんだろう？」みたいなことを自跟たちで考

えてもらい、それらを経て「居場所ってこういう

のが跙跬だよね」から「鎌青では何が跙跬だろう

ね」っていうことを考えてもらったり、青少跑会

館の各距屋のコンセプトとかを考えてもらって、

「じゃあ実際に何を趿いたらいいかな？」「どんな

跠囲気の距屋だったらいいかな」という跞に作っ

ていきました。

　気軽にスポーツができるようにしたいという意

見もあったので、外のグラウンドにバスケットゴ

ールと
サッカーグラウンドマーク
の
整跘を計画し

ガバメントクラウドファンディングもやりました。　　　　

あ跨跚額は300跦円でしたが、130跦円ほど集まっ

てバスケットゴールを作ることができました。こ

のように自跟たちが言った考えが跕映される、「自

跟たちで作った」っていう感覚を持ってもらいた

いんです。

行政の跀で進めていて思うこと

　趻純に跀高生がやりたいことをボトムアップで

跕映させるのには課趺もありました。青少跑が跥

んでいるからというだけで家具を跒ったり、鎌倉

市の跧前を使ってクラウドファンディングをした

りということは跂常はやはり跏しいです。

　今回は「きらきらプロジェクト」をやろう、と

トップが跔趽してくれたのは趹きかったです。そ

れがなかったら青少跑課の事業跗の跲跎でやるこ

とになるので、今やっている事業を削ってこちら

に振り跟けるというのは跏しいですね。

　今回は路れに乗って「COCORUかまくら」を跭

ち上げることができましたが、事業継趴には跩算

をつけなくてはいけません。しかし、事業継趴に

これだけ跙跬ですっていうことをわかってもらう

には現場を見ていただかないとなかなか跆わりま

せん。今、意思決跃の跭場にいる趼塊ジュニア世

趸の跤々は、周りにたくさん若者がいる青少跑期

を趶験していて、行政が若者の居場所を跫意する

時趸ではなかったので、「行政がやることなの？」

という思考がベースにあるような気はしていま

す。

　「行政がやらないといけない」というところをい

かに説跌できるか。ここがこれから求められるこ

とだと思います。

CASE_01　若者とつくる、お気に跐りの空間
＃COCORUかまくら／＃鎌倉青少跑会館

オープニングイベントで跫いた看跖は、実行

委員の手による作。跡字は跭趶感がある

（上）受跜にはかわいらしい

オーナメントが。実行委員会

で決めた「COCORU」とい

う跧称は、フランス語で「お

気に跐り」なんだとか

（左）小学校の校跄ほどの趹

きさがあるグラウンド。跪々

な使い跤が期趷できそう
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ところが基瘗です。だからCOCORUかまくらに瘡

たら支援がもらえるとか、何か助けてもらえるみ

たいなところではなくて、最初は誰にでもオープ

ンで、そこでいろんな関係性を築いてもらって、

その信瘢関係の先にポロッと何か出てきた時、家

のこととか学校のこととか、自瘍が瘒えている瘄

みが出てきた時に、それをつないでいくっていう

んですかね、そういうことは考えています。

スタッフをどう確瘑するか

　相談の事瘨もそうですけど、ユースセンターの

スタッフとして中高生とかかわることを市の職員

がやるとなると、プロじゃないのでわからないか

ら委託しようと考えることが基瘗なのかなと思い

ますが、今回瘦ち上げ段階は市の直営で始めてい

ます。

　鎌倉市のおもしろいなと思うところが、外瘋人

材を職員にするところです。そういう人が瘦ち上

げの段階にいるとか、瘘間の考え瘔を取り瘂れて

職員のマインドを瘐えていくみたいなことがある

なと思っています。リニューアルにあたっては、

「中高生のためのもう一つの居場所」について、

ノウハウが全然ないので、コンサルタントは瘂れ

たいと考えていました。

　自治体にはこういう青少瘃に関心のある職員が

元々いるとは限らないので、そういう時は瘝算や

仕組みとの兼ね合いですが、外から職員として瘂

れるというやり瘔もありますよっていうのが一つ

あります。今回も行政職員として盽かしていくと

きに、プロからアドバイスをもらいながら進めら

れたので瘦ち上がりまでできたというのはありま

す。

　先のことを考えても、運営業瘙を引き継ぐだけ

でも大瘐なのに、中高生への声かけをどうする

か、関わり瘔はどうかというのはプロがいないと

瘀しいです。行政職員が直営でやる場合は、組織

として持続可瘅な瘔瘕を考え、共盵瘤解を持ちな

がら進めていく瘈瘠があります。

数値で示す

　事業として取り組む以上、効果検証は瘉可欠で

す。リニューアルオープン前の延べ瘣瘞瘥をみる

と、瘆数以上は30歳以上の大人で小学生が40%ぐ

らいと、中高生の瘣瘞が少なかったのでまず数字と

してわかりやすく、その瘇瘥を上げていく瘌を瘃盺

ごとに設盶したいと思っています。

　瘨えば中高生の「何パーセントが使っている」な

どもあるといいと思いますが、市盾在住、市盾在

学、市外在学などいろいろあるので、中高生全体の

正確な数字を出すことが少し瘀しいと感じていま

す。それに対して瘣瘞者盹瘩数や瘣瘞数は数字とし

て出しやすいです。5瘃間ぐらいで中高生の瘣瘞が

徐々に増えて根瘊いていくことを期待しています。

　専瘜の相談員は置けないですが、家でも学校でも

言えないような相談や愚痴などを拾っていきたいと

も考えています。学生のユースサポーターやスタッ

フと仲瘧くなって、小さな助けてが言える、子ども

たちの心の瘉調の瘝瘖になる場所にもしたいです。

そういった相談、ここだからキャッチができたとい

うことも数値に出せる可瘅性はあるのかなと思って

います。

　また、アンケートの中でポジティブ回盼が見られ

たらいいと思います。瘓課後に行っているとか、他

の学校の子と仲瘧くなるきっかけになったというよ

うな声が出てくれば瘈瘠性が相わるのかなと感じま

すが、数値化が瘀しい瘋瘍でもあります。

オープンな場でありたい

　数値盷なこと以外に「その施設ができてよかった

ね」、「やっぱりあった瘔がいいよね」、「もっと盛り

上げたいね」と、地域に盿染んで、地域全体の瘎囲

気が醸成していくと根瘊いた、成功したって言える

んじゃないかなとも思います。

　「青少瘃の居場所」と瘚打つと、青少瘃瘛題協議

会や瘑護者さんなどからは「瘉盹校の子が瘡られる

ような場所」という言瘟が上がるんですけど、青少

瘃課の事業は「青少瘃は誰でも瘡ていいよ」という

お瘪を瘏かせていただいた鎌倉市青少瘃課の課長と主担盻のお瘁人。

常に地域の若者を中心に考える姿に感瘚を受けました　
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　中高生がメインの空間ではあるので、反対に小

学生には「中学生になってから覃てね」などの声

かけをしています。ただ元々は小学生の方が青少

年会館を使っていたので、「小学生は夕方５時まで

使えるよ」ということと「それ以降に覃るなら中

学生や高校生と一緒に覃てね」という風に運営し

ています。

　小学生だけではなく大人の方も、以前から施設

を使っていた人とどう折り合いをつけていくかは

今の課題としてはあります。

　まだオープンしたてなところがあるので、これ

からどんな子が覃るかはわからないですけど、ダ

ンスをやっている子が鏡を使って覆習できること

をすごく喜んで、オープン前から使ってくれてい

ました。鏡もそういった使い方のために買ったも

のだったので、中高生が使いやすい場所だという

ことが広がっていくといいなと思っています。

　卓球をしにいつも覃ている子は、「（存在が）こ

れバレたらめっちゃ覃るんじゃない？」とか、居

心地がいいから「このままあまり知られないよう

に」とか言っていましたね。

　近くには中高生が遊ぶところがありません。お

金を払ってスタバに行ったり、大船駅や横浜駅ま

で行ったりしているので、近くに集まれる場所が

できて嬉しいと言っていました。中高生同士の口

コミでも、広まっていくといいと思っています。

(聞き手　専門部会委員　南　
太貴　）

事務局職員　狩野
覂士　）

事務局職員　長南
悠太　）

いつでも行っていい場所に

　リニューアルオープンしましたが、現状はほとん

どの人が青少年会館自体を知りません。成人の集い

でとったアンケートでは、青少年会館を知らない

し、別に行きたいと思わない、知っていても学童や

デイサービスのイメージが強い、そんな建物です。

　青少年課でも、青少年会館、COCORUかまくら

を中高生がメインに使う場所にしていきたいです

が、多世代交覅の場とする要望もあります。

　私たちとしては、オープンしたてですし、まずは

中高生の定着を優先する考えです。中学生、高校生

たちは青少年会館が「自分たちが行ける場所」と思

っていません。「あそこって小学生が行っているよ

ね」とか、「中学生が行って何できるか全然わから

ん」、のような感じです。だからまずは、中高生が

使える、いつでも行ってもいい場所だ、自分たちが

行って楽しめたり安心できたりする場所だ、と定着

させることを優先しようと思っています。

　地域の方からは、「中高生に対して何かやってあ

げたい」、「自分は○○ができるから、教えられる

よ」などの声をいただきます。本当にありがたいで

すが、まず中高生の子たちがここに集まって「こう

いうことがやりたいな」、「○○したい」という声が

出てきた時につなげたいと思います。最初から大人

が主導して「はい！○○を教えてくれる人が覃まし

た！」というようなことはあまりやりたくないで

す。

CASE_01　若者とつくる、お気に入りの空間
＃COCORUかまくら／＃鎌倉青少年会館
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　“COCORUかまくら”のような呫高呈が吪まる拠
呶のことをユースセンター、そこで行われる吝呎
のことをユースワークと言います（※１）。こども
家呲呭が咅呙してからこのユースワークの吢呓み
に呬咚が吪まっていますが、吢吊の呫でもあっ
た、ユースワークは「行呇がやることなの？」と
いう咜いに呟して、吻々と考える咢呩はありそう
です。みなさんはどう考えますか？「行呇がやる
咧咠はこれです」と吒も吙吽をもって味吘ができ
るわけではありませんが、みなさんと考えるきっ
かけになればと吐います。

　さて、呉吲咁育呆の咫域の呫で、吢吊の咕呸で
も「吱学呈呄呢に含呶が咏っていて…」と咱す呯
り、吱学呈が呟吶の吢り呓みはイメージしやすい
かと吐います。キャンプなどの呞験活呺、学呻な
どの咓課後のあそび吸…呩域の呫で吏どもが安吾
安呑に咡び、すくすくと育つ吸启をつくる、そう
いうことに呟してNOという呁は呜くありません。

　この咍咖からユースワークの価呧について考え
ていきたいと吐います。まず呫高呈にとって呞験
活呺が咇咥か考えてみましょう。学校で吤ける吉
語や呃学などの学吩と違い、呀呞の感覚を呯して
学吩していくことを呞験活呺・呞験学吩といいま
す。呫高呈の呞験学吩と言えばボランティア呞験
や咄業呞験なども印吶に同っている咔も呜いので
はないでしょうか。学校現吸ではアクティブラー
ニングやアイスブレイクなど、呞験学吩の咥呒が
含まれている吥業のスタイルが咊及していること
からも、呞験学吩の価呧は咁咰に関係なくあると
感じます。

　ただ、呫高呈の呆呮や教育の咫域は学校に吪咞
されて行なわれがちです。ボランティア活呺も夏
休みの課呤として扱われたり、カリキュラムの呫
で呞験活呺などが味供されたりしています。これ
が咉咥と言いたいわけではなく、ポイントは学校
教育に命咒されてしまうと義咗呵な咋和が呣きい
呞験学吩になってしまうということです。吱学呈
の呞験活呺は学校命ではなく咢暇の呫で咡びやキ
ャンプの機会があったのではないでしょうか。

　呫高呈にとっても咢暇の呫で呏呥した呞験とい
うのは呣吔です。皆さんに呔呖してほしいのです
が、吙和のアイデンティティを咱すとき、吙吡呵
に呏呥した経験をもとに咱す咔が呜いのではない
でしょうか。咯えば吧活の咙呌のときに「ガクチ
カ」（：学呈吖呢に咬を咀れたこと）としてボラン
ティア活呺について咱すときでも、吙和で呏呥し
て活呺したから「これが吒のガクチカです！」と
吙吽をもって語れると吐います。つまり吙吡呵な
呞験活呺の機会は吠吟の呐向きなアイデンティテ
ィ形呆に呣きな影響を咣えています。

（学校教育でのよい呞験活呺は、吙吡呅を咑吵す
る名呓みがあったり、吗の吙吡呵な呞験活呺のき
っかけとして機咃していたりします）。

　ここでユースワークの咱に咛します。『ユースワ
ークとは、おもに10呢の吏ども・吠吟の育ちを呩
域コミュニティで向える活呺である。学校教育が
フォーマル教育と呼ばれるのに呟して、インフォ
ーマル教育と呼ばれることもある。吏ども・吠吟
は吙和の意吐で吙咠に吸に吋加し、そこで呹くユ
ースワーカーと呼ばれるスタッフや呛の吠吟と共
に、吙和がやりたい活呺を楽しむという「吙吡呅
（voluntary）の原呗」がユースワークではもっと
も呣呋にされている。（咎呰咲否(2023)』
　ユースワークの呱義は吞会や吠吟の違いから吉
や呩域によって語り咔が咐わりますが、インフォ
ーマル教育（※２）や吙吡呅という咥呒は共呯し
て見られます。

　家や学校から咨れた咢暇の吖間にユースセンタ
ーを后ってもらう。
“COCORUかまくら”で呫高呈
が咓課後に咟呦とダべったり、休みの呿の呠ち合
わせに后ったり、一呁で咦てゲームをして咡んだ
り…。咚呵があってもなくても、吙和吙呀で行く
こともやることも呏呥ができる吸启がユースセン
ターです。いわゆる居吸启と言える吸启かもしれ
ません。そんな“COCORUかまくら”で吿たな呁と
听会い、咟呦になったり、吮めましてで吨わった
りするなど、ここで起こる听咦吔は一吣の呞験活
呺です。呜咤な呁が吪まる吸启でスタッフのユー
スワーカーが咤々な名掛けを行ない、呫高呈吙呀
のアイデンティティの形呆につながる呞験を咑吷
する。その呞験の呫で呫高呈は吙和吙呀の咭郭を
獲呼していくのではないでしょうか。

　ただし、吠吟吙呀の呏呥が君にあるため、咪呵
咈価も呱めにくく、吜呵咈価も何を吕って咩しと
するかは咂みどころです。そういった咙では行呇
との呕呅は悪いかもしれません。
　改めて“COCORUかまくら”のような呫高呈が吪
まる拠呶の運営、ユースワークの吢呓みを「行呇
がやることなの？」という咜いに呟して、みなさ
んはどう考えますか？

（呍咝咋会委員　呾
呝貴）

（※１）一咆呵にユースワーク（ユースセンター）の呟吶は呫高
呈に限呱していないですが、この咍吴ではイメージしやすいよう
に呫高呈が呟吶と员えられる吰き咔をしています。

（※２）
インフォーマル教育：あらゆる呁々が、呿吹呵経験や環境との吼
れ合いから、周吚、技吭、呡呷、吚見を獲呼し呪告する、呈涯に
わたる過呴。呓吺呵、呞系呵教育ではなく、吩呚呵、咘意呂呵な
教育機咃である。
（咍咋科学吳：呜咤な呈涯学吩機会の和咮について）
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/010/siryo
u/__icsFiles/afieldfile/2015/06/24/1359174_3_2.pdf

エディターズノート ユースワークの吓呶
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　コロナ禍の2020年、横浜市青少年育成センターも例年通りの事業を実施

することが難しく、「次世代人材の育成」にかかわる取組みも手探りな状態

でした。そこでZoomなどのオンラインコミュニケーションツールが充実し

てきた、同年11月に『オンラインで「子ども・若者の居場所」や「地域の

情報」などを取材し発信するボランティア』を募集したのが「知る、伝え

る。ボランティア」の始まりです。

　「知る、伝える。ボランティア」は「子ども・若者」、「まちづくり（地域

活性）」などにかかわる横浜の個人・団体を若者ボランティアが自分自身の

目線で取材するボランティアです。取材をもとに制作した記事をメディアプ

ラットフォーム「note」などに投稿してアーカイブ化することにより、地域

活動の解像度を上げる⼀助となることを目指しています。参加する若者は大

学生が中心で、広報的な活動として参加してもらっています。

知る、伝える。ボランティア

（上）取材での⼀コマ。オンラインコミュニ

ケーションツールを活用しつつ、まちを歩く

体験も大切にしている

来た、見た、書いた
―インタビューで出会う、まちのあれこれ―

Case_02 ＃知る、伝える。ボランティア／


＃横浜市青少年育成センター

(左)様々な人材の取材を通してまちへの理解

を深める

(中)執筆した記事をnoteで公開することで、

地域側も広報や活動をふりかえる機会に

(右)参加者の興味の高まりに応じ、発表など

プラスアルファの機会が生じることも
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　　コロナ禍のさなかに材ち上がった「知る、

　朢える。ボランティア」の元参加者で、現在

　行政職員として地域に関わっている2人のOB

　・OGが、朤時の杌子について語ります。

　　若者の社会参画の第一朽、「まちとの出会い」

　がボランティアという术口から成り材っている

　朡が未徴ですが、コーディネーターによる仕組

　みづくりにも思いを馳せたくなるお杓です。

ボランティアの术口

　大学が社会学朷だったので、取材して相手の杓

を朻くというのをやってみたいな、色々と朻ける

し楽しそうだなと思って参加しました。昔は机字

を書くこと、自作で新朻を作ることなんかも好き

だったので興杂があって。自朸が取材した末杋を

自朸だけの言杍に朵すことができますし、他のボ

ランティアの人の記事から、木じインタビューで

も違う朵現、感じ朿を知る、そういうのもいいな

って思っていましたね。

　朤時はコロナ禍で、人とのつながりが絶たれた

中、地域や木じ興杂を持つ人とつながりたい気持

ちもありました。

ボランティアの居心地

　最初は地域の朿々を青少朰育成センターで取材

する単朱でしたけど、次は朼の朿を取材して地域

を杀ねる形、今朣はさらに朼の地域イベントを体

験取材する形というように、段々と深く関わる形

になっていきました。期間も朞くて、サークルに

近かったです。ただ誰かが仕切るわけではなく、

木じ仲間という感じがして楽しかったですね。

　大学生が主体の居場所づくりやNPO朠な活朧を

やっている団体もありますが、よくない意杂でサ

ークルチックになることもあると思うんです。ど

ういうことかと言うと、固期化したメンバーの中

で活朧するとか、上下関係が生まれて「朾告す

る」、みたいになるイメージですね。取材という活

朧は、取材の対象が朴ずいるので、固期化した関

係になりにくく、もう少し地域の人と一緒に何か

できるような気がしています。

　このボランティアの一朳いいところは、自朸の

好きな時に好きなだけ参加できることでした。サ

ークルの場合メンバーが固期化しがちですけど、

このボランティアだと好きな時に参加できるので

杁回メンバーが違うんですね。取材先もその時々

で選べて、自朸の興杂がある団体さんの取材に行

ったり、朲対に元々はあまり興杂がない朸杈だっ

たものの、たまたま取材に行った結果、その朸杈

が気になり始めたり、色々な人・ことに出会える

ことが权杒かなと思います。

取材という、ボランティアのかたち

元
参加者が語る
地域へのはじめの一朽

　朝が早かった時もありましたけど、杅杏なく行

くことができました。コロナのために学校がなか

った朸、第札の学校みたいに感じていました。何

だろう、いい朵現がないんですけど、杊びに行く

でも、村行に行くでもなくて、どこか自朸のミッ

ションとして捉えていたところがありましたね。

　アルバイトとも違って、「なんかちょっと今朮は

嫌だな…」というようなこともなかったです。「行

きたくない」と思えば行かなくてもいいんですけ

ど、取材はその朮にしかできない気がしていまし

た。「この機会を朥したら自朸にはできない気がす

る」という気持ちで、だからといって「今行って

おかないと！」というほどの義杄感もないんです

けど、今考えるとただ単に「経験しておこう」み

たいな気持ちだったのかもしれません。その後の

人生で、地域の人を取材する、みたいなことがあ

るかもしれないですけど、仕事となるとまた材場

も違いますし。

　ただ、公杄員として朦いている今は学生のとき

に大人の人と杓していてよかったなって思います

けど、朤時「絶対にこの経験が朴李でしょ」、とは

未に思っていなかったですね。

コーディネーターの材ち位置

　朤時はコロナ禍で外に出られない、人と杓せな

いという中だったので、木じような学生や地域の

人と関わる機会が持てたのは楽しかったです。ア

ルバイトとも違って、ちょっと学校みたいでした

よね。

　青少朰育成センターに対しては区杉所のような

「公朠」という感じであまり見ていなかったの

で、最初に术る時は緊張しましたけど、2回杇から

は気軽に行く場所という感覚ではありました。

　活朧にはコーディネーターで本さんが朶いてく

れました。初対杆の印象は、思ったより若い、で

したね。最初のイメージは地域のサッカークラブ

のコーチのような、指朩者ポジションですけど、

すごく堅いわけでもなく親しみがある感じです。

朹囲気としては、事前に想像していたよりシャキ

ッとしている、という感じでした。

　コーディネーターはもちろん親ではないです

し、先生に近いですけど、先生ほど宿題やれって

　地域に思いを持つ、杌々なプレーヤーからお杓を伺い、noteに記事を掲載する
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いうわけでもない。解答を出す、渡すわけではな

いですが、その方向に導いてくれる感じがありま

す。高校の部活動の顧問みたいな雰囲気でもない

し、サークルの先輩でもない。大学の教授みたい

に堅苦しい感じでもないですし…雰囲気は大学の

職員が近いかな、と思います。

　南さん（コーディネーター）が学生と地域との

間にいることは大きかったです。いきなり学生

が、「地域のイベントに入りたいです」と言いに行

ったとしても、うまくいく可能性がそんなに高い

とは思えません。「急に言い出して何だ？
」となる

と思うんですけど、よこはまユースの南さんから

話したら「なるほどね」となりやすいと思いま

す。その入口次第で、ボランティアたちが地域で

の活動をどこまでできるか変わってくるかなとい

う気はします。

　学生が自分たちだけで地域に対してアクション

をかける場合は、目的が決まっていて「この辺ま

でやるよ」という部分が明確になっていたら動け

るかもしれません。例えばいろんな団体が出てい

るイベントに、よこはまユースボランティアとし

てブースを出展するというのもおもしろそうだな

と思います。

　取材のアポイントメントについては、自分たち

でアポイントを取った方が体験としていいのでは

ないかとは思いますが、こういう理由で、という

後ろ盾がないとやっぱり上手くいかない気がしま

す。見ず知らずの他人にいろんなことを話したい

とは思えないと思うんです。そういった意味で、

南さんっていう窓口があると取材される人は安心

して話してくれると思いますね。

取材の経験値

　このボランティアは合う、合わないがあると思

うんですけど、少しでも地域のことが気になって

いて、でもなかなか一歩を踏み出せないよってい

う人に参加してほしいです。実際に地域を見ない

でそれを思っているよりは、コーディネーターが

いる安心できる環境の中で、地域の人が実際にど

んなことをやっているのか見た方が経験値になる

のではないかという思いがあります。

　自分自身にとっては、取材をすることそのもの

が知識を得る一つの構成要素になっていて、いく

つも経験することでストックが増えていきまし

た。子ども食堂をやっている方の中でも、外国人

の方もいたし、長くやっている方もいたし、いろ

んな人生の歩みがあります。そういう様々な経験

が頭のタンスの中にストックされていく感じで

す。その経験から、自分が全くその人の経験はし

ていないけど、同じような人がいた時に少しその

人が理解できるような感じがあります。

いま、公務員として

　今は、大学生としてプライベートで地域に関わ

っていたときとは違って、いろいろな計画がある

中で仕事として動かなくてはいけません。自分が

「こうした方がいいんじゃないか」と思ってもで

きなかったり、しがらみが多い部分もあったりし

て、なんでも自由に動けるわけではないというの

は感じます。

「少しでも地域のことが気になっていて、

　でもなかなか一歩を踏み出せないよっていう人に

　参加してほしいです」

CASE_02　来た、見た、書いた―インタビューで出会う、まちのあれこれ―
＃知る、伝える。ボランティア／
＃横浜市青少年育成センター

青少年育成センターや地域の施設で取材した内容をもとに記事をまとめていく。地域で実際の活動の中に入ることも
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　地域の人とのコミュニケーションでも、仕事で

は「いやそこまではちょっと答えなくていいか

も…」、「そこはもう個人にがんばってもらって、

その人が自分で探した方がいい」というようなこ

ともあります。学生のときは、会った人に聞かれ

たことは何でもかんでもできる範囲で答えていま

したね。今は自分が答えられそうでも、そこまで

答えなくていいというか、あまり答えない方がい

いこともあるので、そこの線引きが結構難しいで

す。

　仕事ではお年寄りに関わることも多くて、地域

の支援センター等の公共施設とも電話でやりとり

しています。学生の当時、体験取材で参加したイ

ベントに来ていた公共施設の職員さんたちが、き

っと地域でおじいちゃんおばあちゃんを支えてく

れているから、自分たちの今の仕事も成り立って

いると感じます。それを知らないと、職員さんの

存在をあまり意識しないかもしれませんが、当時

の取材があったから、支えていただいている実感

があります。こちらも安心できますね。

楽しむことを忘れたくない

　仕事の中では、地域イベントにも携わっていま

す。ボランティアで経験した地域イベントと同じ

ような感じなんですけど、自分が材料や物品を揃

えたり、契約をしたり、下準備をしていく中で、

どうしても仕事、仕事…ってなってしまって楽し

む気持ちを忘れてしまったことがあったんです

ね。

　イベントを成功させなくてはとか、失敗しては

いけないとか、そういう気持ちが強くて楽しむ気

持ちを忘れてしまっていたんです。仕事で関わっ

たお祭りのようなイベントは、提供する側ともら

う側、のようになってしまっています。行政側の

私たちは、会場を提供して当日うまく回転させた

りだとか、出展団体とはお金のやりとりにばかり

気を遣ってしまったりだとか…お祭りもなんだか

普通の商業施設と変わらない感じになってしまっ

ているのかもしれないなと思って。お店を増やす

ことが目的になって、どれだけ売れるかとか。

　一時期ちょっと辛くなっていたんですけど、ボ

ランティア当時の経験を思い出すと、もっと楽し

んで関わっていたことを思い出しました。今の仕

事の立場とボランティアとではやはり違うとは分

かっているんですが、ボランティアの楽しい純粋

な気持ちを置いてきてしまったなって、その時し

みじみ思いました。

　「知る、伝える。ボランティア」は、振り返った

ときに自分も楽しまなきゃなって思わせてくれる

ような、そんな素敵な経験だったなって思ってい

ます。

(聞き手・構成　専門部会委員　南
太貴　）

事務局職員　長南
悠太　）

「ボランティア当時、もっと楽しんでで

関わっていたことをを

思い出しました」

基本的に、取材結果はnoteで記事としてレポート。「麦田元気朝市」の取材では、新聞形式でも制作するなど、アウトプット方法もボランティアたちで工夫している
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　取材
&
リサーチ



　

　横浜市青少年育成センターとして「知る、伝え

る。ボランティア」を行なう目的は、地域で青少

年を支える「次世代人材の育成」を達成するため

です。そのため、若者がボランティアを体験して

どうなってほしいのかを考える必要がありまし

た。一般的に地域の担い手が生まれるイメージ

は、若者が地域参画し社会に何か価値を生み出す

こと、地域の中で「若者の力」を発揮してもらう

ことですが、それをするためにはあらゆるハード

ルがあります。

　例えば若者が地域の中で「子どもの学習支援活

動」をやりたいとなったとき、どんな学習支援が

あるのか、どこでやるのか、何から始めるかなど

考え始めたらきりがありません。大学に拠点があ

る部活やサークルとは違い、若者にとっての地域

（社会）は遠いのです。

　若者が地域参画するためには「知る」ことでイ

ンプットし、そして言語化して「伝える」、その先

に「生み出す」という段階があります。また、こ

の段階にも「自分」・「他者」・「社会（地域）」とい

うような対象の違いがあります。表1はそのことを

図示したものですが、右上の「私が社会に（を）

生み出す」ことをするためにはそれ以外の部分も

育んでいく必要があると感じています。

　このボランティアの「取材して記事に起こす」

体験を通して自分と社会のつながりを感じ、自分

の志向を確認する。その過程をミーティングでも

補完していくことで、地域の中で「若者の力」を

発揮してもらう土台ができていきます。（もちろ

ん、最初から地域参画していく中でインプットと

アウトプットを経験し、若者がコミットして力を

発揮してくれる場合もあります。）

　「知る、伝える。ボランティア」は一般的なボラ

ンティアとは違い直接的に課題解決・支援をする

わけではありません。例えば町のゴミ拾いや子ど

もへの学習支援のように「ゴミがこれだけ拾え

た」、「子どもがこんな点数取れるようになった」

などと違い、目に見える達成感を感じづらい活動

です。ただ、地域活動を記録に残すことも同じく

らい大事なことですし、地域とのかかわりが希薄

になりつつある若者が、“知ることから地域につな

がる”、そういう地域の入り口も必要なのだと、こ

のボランティアから感じています。

(専門部会委員　南
太貴）

（上）活動のスタートは横浜市青

少年育成センターで。青少年向け

の様々な情報に触れられるよう、

工夫されている

（表１）「知る、伝える。ボランティア」の活動資料より

エディターズ

ノート
課題解決をしない

ボランティア

CASE_02　来た、見た、書いた―インタビューで出会う、まちのあれこれ―
＃知る、伝える。ボランティア／
＃横浜市青少年育成センター
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エディターズ

ノート
コーディネーターとして語る

若者との関わり拫

　

　今回インタビューに拔えてくれた「拈る、拑え

る。ボランティア」のOB・OGには、心からあり

がたく感じています。ボランティアを卒業してし

ばらく経ちましたが、ボランティアとコーディネ

ーターという関係性でなくなっても拤き合いがあ

ることは拮拓に嬉しいことです。

　さて、ここではコーディネーターの戂場で取材

の拙拺を解きほぐしていきたいと思います。

　まず、ボランティア参加者との初めましての場

についてですが、「拈る、拑える。ボランティア」

に参加申し込みがあったとき、私はすべての申込

者とオンラインで拳拇をしています。そこで活拕

の説拲をしてイメージとのすり合わせを行ない、

拳拇後に参加するかしないか決めてもらっていま

す。

　何より大事なのは、お互いに拈り合うという時

間にしているということです。インタビューの拊

でも「思っていたより若かった」という拞言があ

りましたが、申込者の若者にとってボランティア

の主催者（拉域の大人）は拯拈な存在なので緊拋

していると私は考えています。一拫拏に活拕の説

拲をするだけではなくて、雑拇も意識してするよ

うにしています。

　また、拳拇の設拍も気をつけています。最初の

ステップで「戆をしたいから青少拝育成センター

に拾て」、というような「行ったことのない場所で

拈らない人と戆す」状況は作らないようにしてい

ます。そういう時にオンラインツールは拷効で、

若者の参加のハードルを下げて拈り合いになるこ

とができます。

　もう一つ、インタビューにあった「自拨の好き

なときに好きなだけ参加できる」、「そんなに『行

きたくないな』と思わずに行っていました」とい

う拞言も、私がコーディネーターとして大事にし

ていることを拡していました。

　前述した活拕の説拲のときにボランティアのみ

なさんにお願いしていることとして、「自拨ができ

る拟囲で参加してください」、があります。

　私はボランティアに参加する若者に、学生の時

期だけではなく社会人になっても拉域に関わって

くれると嬉しいなと思っています。ただ、現状と

しては、ボランティア活拕というと学校の課題な

どの学校教育のコンテンツとして扱われがちで、

義拰拏な拽素が含まれてしまいます。しかし拮

拾、拉域の活拕は自拨が選択できる権戀としてあ

るもので、自拨の拹暇の拊でするものではないで

しょうか。

　「参加する権戀はありますが、義拰ではないの

で、自拨のペースで参加してみてください。他の

ことで拭しければ拱戁する拠拽はないですし、拮

を拘みたければ拮を拘むように、活拕したければ

活拕してください。休むことやできないことを後

ろめたく思わなくて大丈拥です。ただ、拆体とし

て拕く拳があるので、戅拿はしっかりとしてくだ

さい。それだけが拶一のルールです。

　このことはボランティア皆さんに拑えていま

す。大事なのはみなさんにこの権戀があることで

す。だから他の人の休む権戀も尊重してほしいで

すし、拹拸があったらその人の担っている拧拨を

カバーしてくれると、みんなが居心拉のいい活拕

になると思うので協戄してやっていきましょう。」

　私はこのように、拳拇の際に戆します。そうい

う择囲気を作っていくことが、若者自身が拮拓に

やりたいことにフォーカスでき、戄を拞揮する拫

括を身につける近拗になるのではないかと考えて

います。

(専拵拧会委員　拚
太貴）

インタビューでも記憶に残ったと言及があった、トニー・ジャスティスさんが運営す

る子ども食拖、「ノヴィーニェこども食拖」の取材資戃より

（上）横拢市青拼区にある子ども食拖。ボランティア参加者は、ベイエリアだけでな

く、市拙の拻々な場所に拦く

（右上）食事を拨かち合う拪化がある、ガーナ出身だからこその視拐で招拮の見えな

い拣困に一石を拒じる

（右下）多拻化する食環境のなかで、拻々な戂場の子どもたちが食べやすい「食のバ

リアフリー」を拴指している

（資戃拎供）ノヴィーニェこども食拖＆こども寺子屋（NPO括人アフリカヘリテイジ

コミティー）

（上）ボランティアではあるものの、この活拕の実施に拉域の拫々の協戄が欠かせない。

取材の拌整などにコーディネーターとして職員が拜っていく
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