
　
小
学
生
の
頃
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
父
親

の
仕
事
の
関
係
で
関
西
か
ら
横
浜
に
転
居
し
て

き
た
。
以
来
、
ず
っ
と
横
浜
で
暮
ら
し
て
い
る
。

現
在
は
、
郊
外
区
で
、
戸
建
て
の
家
を
二
世
代

住
宅
に
改
修
し
て
、
妻
と
次
女
家
族
と
同
居
し

て
い
る
。

　
現
在
の
場
所
に
家
を
建
て
て
3
0
年
に
な
る
。

こ
の
問
、
公
共
交
通
網
が
整
備
さ
れ
、
街
も
大

き
く
様
変
わ
り
し
た
。
今
で
こ
そ
、
古
く
か
ら
の

地
主
さ
ん
や
農
家
と
我
々
新
住
民
と
は
協
力

し
合
う
関
係
に
あ
る
が
、
当
初
は
、
自
治
会
の

会
議
な
ど
で
も
、
生
活
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
の

違
い
に
驚
い
た
り
、
意
見
が
合
わ
な
い
こ
と
も

あ
っ
た
。
今
で
は
懐
か
し
い
思
い
出
だ
。

　
自
分
は
大
手
企
業
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て

働
い
て
い
た
が
、
兄
弟
が
難
病
に
か
か
っ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
、
福
祉
や
介
護
の
仕
事
に
関
心

を
持
ち
始
め
た
。
結
局
彼
は
4
0
歳
を
待
た
ず
に

早
世
し
て
し
ま
っ
た
が
、
体
の
自
由

が
効
か
な
く
な
る
な
か
で
、
ど
う
し

た
ら
最
後
ま
で
そ
の
人
ら
し
く

生
き
ら
れ
る
か
、
そ
の
た
め

の
福
祉
と
は
何
か
、
と
い
う

こ
と
が
ず
っ
と
気
に
な
っ
て

い
た
。
5
5
歳
の
時
に
思
い

切
っ
て
会
社
の
早
期
退
職

制
度
を
利
用
し
て
退
職
。

大
学
に
編
入
し
て
福
祉
の

こ
と
を
学
び
、
卒
業
後
障
害

者
、
高
齢
者
の
在
宅
サ
ー
ビ
ス
事

横浜市の市民像
70代・男性Ｉさんの場合

　サラリーマンを早期退職して
第２の仕事を地域で起こすIさん

業
、
相
談
事
業
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
立

ち
上
げ
た
。
大
学
で
障
害
の
あ
る
人
の

生
活
の
現
実
、
福
祉
の
現
実
を
垣
間

見
て
、
こ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
必
要
と

思
う
サ
ー
ビ
ス
、
い
い
サ
ー
ビ
ス
を
創
っ

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
痛
感
し
た
か

ら
だ
。

　
1
0
年
ほ
ど
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
し
て
在
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
を
し
て
い
く
な
か
で
、
単
に

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
当
事

者
の
人
た
ち
が
主
体
的
に
活
動
で
き

る
場
や
機
会
が
必
要
だ
と
感
じ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
最
近
で
は
、

知
的
障
害
や
精
神
障
害
の
あ
る
人
た

ち
が
施
設
や
病
院
か
ら
地
域
へ
戻
る

と
き
の
住
ま
い
の
相
談
も
多
い
。
こ
う

し
た
想
い
を
、
地
元
の
地
主
さ
ん
に
伝

え
る
と
、
空
き
家
と
な
っ
て
い
る
戸
建

て
を
改
修
し
て
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
し

て
使
っ
て
み
な
い
か
、
と
い
う
提
案
を

　
も
ら
っ
た
。
本
当
に
あ
り
か
た
い
と

　
思
う
。
ど
ん
な
場
に
し
て
い
っ
た
ら

　
　
い
い
か
、
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
い
る
と

　
　
こ
ろ
だ
。

　
大
手
企
業
を
退
職
し
た
市
民
で
地
域
活
動
を
行
っ
て
い
る
人
は

多
い
が
、
早
期
退
職
し
、
介
護
保
険
事
業
所
を
始
め
る
こ
と
は
、
そ

う
そ
う
簡
単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
私
生
活
に
お
い
て
体
験
し

た
こ
と
を
基
軸
に
、
現
役
時
代
か
ら
志
を
も
ち
、
準
備
を
重
ね
て
き

た
賜
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
Ｉ
さ
ん
も
、
暮
ら
し
や
す
さ
を
自
ら
つ
く

る
「
暮
ら
し
満
足
家
族
型
」
で
あ
る
。
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解説

定
年
後
に
希
望
す
る
生
き
方

　
定
年
後
に
希
望
す
る
生
き
方
に
関
す
る
全
国
ペ
ー
ス
の
調
査
で

は
、
定
年
後
の
生
き
方
と
し
て
「
社
会
に
役
立
ち
た
い
」
「
社
会
へ
の

恩
返
し
」
と
い
う
項
目
が
い
ず
れ
も
高
い
回
答
割
合
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
本
市
に
お
け
る
中
高
年
・
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
調
査
に
お

い
て
も
、
現
在
地
域
活
動
を
行
っ
て
い
る
人
の
動
機
の
第
一
位
は
、
「
自

分
の
住
ん
で
い
る
地
域
の
役
に
立
つ
活
動
を
し
た
い
」
で
あ
る
。
こ
う

し
た
意
識
は
男
性
に
よ
り
顕
著
に
見
ら
れ
る
点
も
概
ね
共
通
し
て
い
る
。

シ
ニ
ア
起
業
家
の
特
性

毎
年
の
新
規
開
業
者
の
開
業
時
の
年
齢
を
経
年
変
化
で
み
る

と
、
2
0
0
0
年
頃
を
境
に
5
0
歳
代
以
上
の
割
合
が
お
よ
そ
１
／
４

を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
2
0
1
2
年
８
月
で
新
規
開
業
１
年
に
満

た
な
い
事
業
所
７
８
２
社
の
創
業
者
の
開
業
年
齢
を
み
る
と
、
5
5
歳

以
上
の
シ
ニ
ア
層
は
1
0
％
強
と
な
っ
て
い
る
。
開
業
時
の
創
業
者
の
年

齢
別
に
開
業
動
機
を
み
る
と
、
シ
ニ
ア
層
の
場
合
、
他
の
年
齢
層
に

比
べ
、
「
社
会
の
役
に
立
つ
仕
事
が
し
た
か
っ
た
」
「
年
齢
や
性
別
に
関

係
な
く
仕
事
が
し
た
か
っ
た
」
な
ど
の
項
目
が
多
い
。
ま
た
、
シ
ニ
ア
層

の
場
合
、
長
い
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
た
開
業
が
多
い
反
面
、

未
経
験
分
野
で
の
開
業
割
合
が
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
点
が
特
徴

的
で
あ
る
。



変
わ
る
家
族
と
働
き
方
、
暮
ら
し
方

Iさんの暮らしやすさの方向性

　人生経験の中で培った地域のネット

ワークを生かして第二の人生フル回転

のＩさんである。介護を要する高齢者や障

害者にとって、ケアサービスと住まいと

が提供されることは、｢暮らしやすさ｣の

基本である。生活困難孤立型の人にとっ

ては、Iさんのような事業者にてあえる

と、社会とつながり、孤立型からの脱却が

可能となるかもしれない。こうしたシニア

の起業家が、定年退職した団塊の世代か

ら続々と生まれると、地域の新しい牽引

力となり、地域自体が活性化し新たな価

値が生み出される。また、２０代のＡさん

のような若者が一緒になって暮らしやす

い地域づくりに励み、新たな地域の就労

を生み出すことができれば、地域社会の

新しい可能性が開けることになる。横浜

市に訪れる少子･高齢･人口減少社会は、

市民の相互扶助により明るく乗り越えら

れる可能性がある。
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シニア起業家の開業動機 シニア起業家の現事業に関する什事の経験

地域活動・社会活動を始めた理由 シニア起業家の開業時の年齢

DATA

地域社会の新たな可能性を拓く



　
区
役
所
に
生
活
保
護
の
相
談
に
来
た
母
子

家
庭
の
親
子
の
生
活
歴
は
、
以
下
の
と
お
り
で

あ
っ
た
。

　
他
県
で
親
子
４
人
と
夫
の
母
の
計
５
人
で
生

活
し
て
い
た
。
夫
は
契
約
社
員
で
仕
事
が
少
な

い
時
や
仕
事
が
な
い
時
が
多
く
、
暮
ら
し
向
き

が
い
つ
も
大
変
だ
っ
た
。
夫
の
母
が
子
供
た
ち
の

面
倒
を
見
て
く
れ
て
い
た
の
で
パ
ー
ト
に
出
て

働
い
て
い
た
。
夫
は
酒
を
飲
む
と
家
族
に
当
た

り
散
ら
し
、
乱
暴
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
っ
て
、
子

ど
も
た
ち
も
お
び
え
て
家
の
中
で
は
休
ま
る
時

が
な
か
っ
た
。
結
局
、
子
ど
も
を
連
れ
て
家
を
で

た
が
、
親
や
兄
弟
に
そ
れ
ま
で
に
も
お
金
を
借

り
て
い
た
の
で
頼
れ
ず
、
知
り
合
い
の
い
な
い
横
浜

市
内
に
引
っ
越
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
民
間
の
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
暮
ら
し
て
い
た

が
、
家
賃
や
生
活
費
が
ま
ま
な
ら
ず
、
同
じ
ア

パ
ー
ト
に
住
む
人
に
聞
い
て
、
区
役

所
に
駆
け
込
み
、
区
役
所
の
女
性
相

談
員
が
相
談
に
の
り
、
一
時
シ
ェ

ル
タ
ー
で
心
身
を
休
め
て
こ

れ
か
ら
の
生
活
に
つ
い
て
少

し
考
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

シ
ェ
ル
タ
ー
を
出
た
後
、
生

活
保
護
を
受
給
す
る
こ

と
に
な
り
、
ア
パ
ー
ト
を
探

し
て
も
ら
い
現
在
の
と
こ
ろ

に
転
居
し
て
き
た
。
親
子
３

横浜市の市民像30代・女性Jさんの場合

相談にのっている区役所のｹｰｽﾜｰｶｰの話から

うつ状態の母と子の家庭

と
に
な
っ
て
心
底
ほ
っ
と
し
た
が
、
子

育
て
と
家
事
が
こ
な
せ
る
ほ
ど
体
調

が
良
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
子
ど
も
は
男
の
子
２
人
で
、
小
学
２

年
生
と
５
歳
で
手
が
か
か
る
。
そ
れ
ま

で
夫
の
母
が
子
供
の
面
倒
や
家
事
・
炊

事
を
全
部
や
っ
て
く
れ
て
い
た
の
で
助

か
っ
て
い
た
の
が
、
一
人
に
な
っ
て
何
も

か
も
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
て
い
る
。

母
親
は
、
近
所
に
も
知
り
合
い
は
い
な

い
し
頼
れ
る
友
人
も
い
な
い
状
況
だ
。

子
供
の
世
話
も
す
る
気
力
が
わ
か

ず
、
お
金
が
あ
る
間
は
外
食
し
た
り

弁
当
を
買
っ
て
き
て
い
る
が
、
お
金
が

無
く
な
る
と
何
も
食
べ
る
も
の
が
な

い
、
と
い
う
日
も
あ
る
よ
う
だ
。
子
ど

も
た
ち
は
朝
、
母
親
が
寝
て
い
る
の
で

そ
の
ま
ま
一
緒
に
起
き
な
く
な
り
、
学

校
や
保
育
所
に
行
か
な
く
な
っ
て
き

た
。
母
親
は
、
人
が
訪
れ
て
く
る
の
も

　
生
活
困
難
孤
立
型
の
市
民
像
で
あ
る
。
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
暮

ら
し
に
く
い
」
「
暮
ら
し
に
く
い
」
が
６
割
を
超
え
る
。
全
体
の
割
合
の
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人
で
何
と
か
生
活
が
で
き
る
こ

嫌
で
ド
ア
を
開
け
ず
家
に
こ
も
っ
て

い
る
こ
と
が
多
く
、
時
に
ス
ー
パ
ー

に
行
く
が
出
か
け
る
の
は
暗
く

な
っ
て
か
ら
が
多
い
。
母
親
の
精
神

状
態
の
改
善
と
子
ど
も
の
生
活

リ
ズ
ム
の
回
復
な
ど
、
生
活
全
般
の

支
援
が
必
要
な
状
況
で
あ
る
。

解説

中
で
は
３
％
と
少
な
い
が
、
年
齢
別
に
み
る
と
4
0
代
、
5
0
代
後
半
で

若
干
平
均
を
上
回
り
、
前
期
高
齢
者
で
は
３
割
弱
と
多
い
。
ま
た
一

人
暮
ら
し
が
３
割
弱
と
多
い
。

複
数
の
生
活
課
題
を
抱
え
る
生
活
困
難
な
人
々

　
生
活
の
心
配
ご
と
は
、
「
子
ど
も
の
保
育
や
教
育
」
を
除
い
て
（
一
人

暮
ら
し
が
多
い
た
め
）
す
べ
て
の
項
目
で
平
均
を
大
き
く
上
回
っ
て
い

る
。
最
も
高
い
割
合
は
、
「
収
入
の
こ
と
」
で
6
5
％
に
上
る
。
つ
い
で
「
自

分
や
家
族
の
健
康
状
態
や
病
気
」
5
5
％
、
「
住
宅
の
こ
と
」
3
9
％
、
「
仕
事

や
職
場
の
こ
と
」
3
5
％
「
家
族
と
の
か
か
わ
り
、
親
戚
と
の
関
係
」
が

3
0
％
で
あ
る
。
経
済
的
に
困
っ
た
と
き
の
援
助
を
公
的
機
関
に
も
訴

え
な
い
。
自
ら
援
助
を
求
め
な
い
人
々
で
あ
る
。
自
分
の
居
場
所
が
あ

る
と
答
え
た
人
は
１
割
に
満
た
ず
「
努
力
し
て
も
報
わ
れ
な
い
社
会
」

と
感
じ
て
い
る
人
が
5
5
％
に
上
る
。

母
子
世
帯
の
困
難
な
状
況

　
母
子
家
庭
、
と
く
に
Ｄ
Ｖ
の
か
ら
ん
だ
離
婚
は
、
そ
の
後
の
生
活
の

再
建
が
困
難
に
な
る
場
合
が
多
い
。
転
居
に
よ
る
住
ま
い
の
喪
失
、

仕
事
の
喪
失
、
家
族
関
係
の
支
援
が
受
け
に
く
く
な
る
こ
と
、
さ
ら

に
は
、
母
親
の
精
神
的
な
不
調
が
伴
う
と
子
育
て
そ
の
も
の
も
困
難

と
な
る
。
ま
た
、
母
子
世
帯
の
持
ち
家
率
は
、
３
割
を
下
回
り
、
横
浜

市
ひ
と
り
親
家
庭
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
平
成
2
0
年
度
）
で
は
、
年
収
は

１
０
０
万
未
満
が
８
％
、
「
１
０
０
～
２
０
０
万
円
未
満
」
2
4
％
、

「
２
０
０
～
３
０
０
万
未
満
」
2
6
％
で
、
正
規
職
員
は
４
割
程
度
で
あ

り
、
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。



変
わ
る
家
族
と
働
き
方
、
暮
ら
し
方
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生活困難な人々への伴走支援の必要

　母子家庭の生活支援は、現金給付の

みではすまない。例えば、母親がうつ状

態の場合、保育所への送迎、家の中の片

づけ、食事の用意、学習支援など、生活全

体を個別的な状況に即して行う必要が

ある。生活の困難を抱えた人々は、自尊

感情が低く、複合的な課題を抱えている

ケースが多い。支援のあり方として、ま

す、生活に寄り添い、心理的･精神的な支

えとなり、具体的な行動を共にして、外部

の環境へつなげるという｢伴走支援｣が

必要なのである。横浜市は、こども青少

年局が中心となり、困難を抱える子ども

や青少年に対して居場所づくりを行い、

学習支援など将来の自立へ向けた取り

組みを進める｢寄り添い型支援事業｣を

行ってきた。さらに25年度からは、健康

福祉局所管の被保護世帯に対する学習

支援事業と統合し、貧困の連鎖を断ち切

るための取り組みを加速させる。

世帯類型別被保護世帯の割合[2012年12月末現在] 寄り添い型学習等支援事業

｢生活困難孤立型｣の悩みや困り事 住宅の所有関係別世帯数の割合

Jさんの暮らしやすさの方向性

DATA
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