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●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
を
め
ぐ
っ
て

　
最
初
か
ら
個
人
的
な
話
で
恐
縮
で
す
が
、

四
半
世
紀
に
わ
た
って
自
治
体
職
員
を
勤

め
て
き
た
筆
者
が
、長
年
取
り
組
ん
で
き

た
課
題
が「
市
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
」で

す
。特
に
地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
を
対
象
と
し

た
ま
ち
づ
く
り
改
革
に
つ
い
て
は
、過
去
の

職
場
で
二
度
に
わ
た
っ
て
提
案
を
し
て
き

ま
し
た
が
い
ず
れ
も
実
現
に
は
向
か
い
ま

せ
ん
で
し
た
。今
回
は「
三
度
目
の
正
直
」

と
し
て
取
り
組
ん
だ
事
例
で
あ
り
、そ
の

意
味
で
も
、他
の
自
治
体
職
員
の
皆
さ
ん

に
も
参
考
に
な
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　
無
論
、時
代
背
景
が
今
ま
で
の
よ
う
な

陳
情・要
望
対
応
型
の
行
政
を
許
さ
な
く

な
っ
て
お
り
、い
わ
ゆ
る
地
域
の「
自
助
」

「
共
助
」が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
と

い
う
事
情
も
あ
る
で
し
ょ
う
。し
か
し
、地

区
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
作
成（
１
回
目
提

案
）、地
区
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
組
織

づ
く
り（
２
回
目
提
案
）が
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
の
に
対
し
、３
回
目
の
今
回
は
地

区・町
内
の
人
材
養
成
と
い
う
よ
り
根
本

的
な
観
点
か
ら
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
、庁

内
や
市
民
の
理
解
を
得
、一歩
前
進
に
つ
な

が
っ
た
の
で
す
。そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

や
は
り「
人
づ
く
り
は
ま
ち
づ
く
り
」「
ま

ち
づ
く
り
は
人
づ
く
り
」と
い
う
言
い
古

さ
れ
た
言
葉
の
重
み
に
、い
ま
さ
ら
の
よ
う

に
思
い
当
た
ら
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
市
民
提
案
を
活
か
し
て

　
鯖
江
市
で
は
、平
成
22
年
４
月
、自
治

研
活
動
で
培
っ
た
数
度
の〈
市
民
立
法
〉の

　
今
年
1
0
月
に
開
催
さ
れ
た
神
戸
で
の
地
方
自
治
研

究
全
国
集
会
の
テ
ー
マ
は「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
」で
し

た
。「
阪
神
淡
路
大
震
災
」「
東
日
本
大
震
災
」と
い
っ
た

大
規
模
災
害
時
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、平
常
時
に
お
い
て

も
地
域
の
つ
な
が
り
・
絆
が
再
び
見
直
さ
れ
注
目
を
浴
び

て
い
ま
す
。そ
の
こ
と
は
、こ
れ
ま
で
主
に
行
政
が
担
っ
て

き
た「
公
共
」の
姿
を
問
い
直
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

私
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
で
、も
う
一
度
、地
域
力
・
自

治
力
を
活
か
す
こ
と
を
目
指
し
た
、新
し
い
形
の「
公
共

サ
ー
ビ
ス
」を
考
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

経
験
を
活
か
し
、1
0
0
％
市
民
起
草
に

よ
る「
鯖
江
市
民
主
役
条
例
」を
作
り
ま

し
た
。同
年
７
月
７
日
に
は
条
例
を
策
定

し
た
市
民
委
員
を
中
心
に
市
民
団
体

「
市
民
主
役
条
例
推
進
委
員
会
」が
立
ち

上
が
り
、牧
野
百
男・鯖
江
市
長
と
の
あ
い

だ
で
条
例
の
推
進
に
関
す
る〈
七
夕
協

定
〉を
締
結
し
ま
し
た
。

　
同
委
員
会
で
は
、市
民
参
画
部
会（
行

政
へ
の
市
民
参
画
を
推
進
す
る
）、地
域

自
治
部
会（
地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の
活
性
化

を
図
る
）、さ
ば
え
ブ
ラ
ン
ド
部
会（
市
民

に
よ
る
さ
ば
え
ブ
ラ
ン
ド
の
創
造
を
進
め

る
）と
い
う
３
つ
の
部
会
を
設
け
、新
た
な

メ
ン
バ
ー
も
加
え
27
人
で
活
動
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。２
年
間
の
あ
い
だ
に
、第
一
次

提
案
と
し
て「
市
民
主
役
事
業
創
出
の
た

め
の
市
民
提
案
制
度
」、第
２
次
提
案
と

し
て「
市
民
ま
ち
づ
く
り
応
援
団
事
業
」

「
事
前
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
型
市
民
主
役
事
業

化
制
度
」を
市
に
提
案
し
、そ
れ
ぞ
れ
実

現
を
図
って
い
ま
す
。

●
「
市
民
ま
ち
づ
く
り
応
援
団
」と
は
？

　
こ
の
う
ち
「
市
民
ま
ち
づ
く
り
応
援

団
」
事
業
は
、
地
域
に
お
け
る
ま
ち
づ
く

り
に
意
欲
の
あ
る
人
の
う
ち
、
人
材
の
掘

り
起
こ
し
や
、
持
続
可
能
な
地
域
運
営
の

基
盤
づ
く
り
、
人
と
人
と
を
つ
な
げ
る

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
に
興
味
の
あ
る
人
材
を

養
成
し
、
現
場
で
の
市
民
主
役
の
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

　
平
成
24
年
度
は
、
市
と
上
記
・
条
例

推
進
委
員
会
が
共
催
で
、市
民
ま
ち
づ
く

り
応
援
団
養
成
講
座（
全
市
版
）を
開
講

し
、
全
８
回
に
わ
た
っ
て
、
地
域
の
中
で

様
々
な
立
場
の
人
を
巻
き
込
み
、
そ
の
思

い
・
意
見
を
引
き
出
し
、
合
意
形
成
を

図
っ
て
い
く
た
め
の
手
法
や
考
え
方
に
つ
い

て
学
ん
で
い
ま
す（
別
表
・
カ
リ
キ
ュラ
ム
）。

　
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
は「
一個
人
が

住
ん
で
い
る
街
を
好
き
に
な
っ
て
、
い
ろ
ん

な
活
動
に
参
加
し
て
街
を
良
く
し
て
い
こ

う
と
い
う
気
持
ち
を
持
て
ば
、
仲
間
が
集

ま
って
、小
さ
な
事
か
ら
で
も
変
え
て
い
け

る
ん
だ
な
あ
と
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
し

た
。」「
ま
ち
づ
く
り
は『
人
づ
く
り
』、人
づ

く
り
は
『
人
さ
が
し
』
と
い
う
講
師
の
言

葉
が
印
象
的
で
し
た
。」
等
の
感
想
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
な
ぜ「
人
づ
く
り
」「
人
さ
が
し
」な
の
？

　
鯖
江
市
で
は
こ
れ
ま
で
区
長
会
を
始

め
、壮
年
団
、婦
人
会
な
ど
地
区
の
ま
ち

づ
く
り
団
体
な
ど
を
中
心
に
活
動
が
行

わ
れ
て
き
て
、今
も
多
く
の
方
が
な
ん
ら

か
の
形
で
自
分
が
住
ん
で
い
る
地
域
の
ま

ち
づ
く
り
に
参
加
し
て
い
ま
す
。区
長
会

へ
の
加
入
率
も
95
％
近
く
を
維
持
し
て
い

ま
す
。し
か
し
現
在
、地
域
の
中
で
は
、

「
自
主
防
災（
大
規

模
災
害
が
起
こ
っ
た

と
き
、「
自
助
」「
共

助
」は
？
）」「
ご
近
所

福
祉（
高
齢
者
な
ど

助
け
が
必
要
な
方
の

見
守
り
は
？
）」「
若

者
の
参
加（
地
域
の

若
者
の
姿
が
見
え
な

い
、都
会
に
行
っ
て
帰
っ
て
こ
な
い
）」「
ま
ち

づ
く
り
組
織
の
若
返
り（
役
員
の
成
り
手

が
い
な
い
）」な
ど
な
ど
、い
く
つ
か
気
に
な

る
状
況
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、こ
れ
ら
の
課

題
は
道
路
や
施
設
を
作
っ
た
り
、法
律
や

条
例
な
ど
の「
規
制
」を
作
っ
た
り
と
いっ

た
、行
政
が
こ
れ
ま
で
行
って
き
た
よ
う
な

常
套
手
段
で
は
十
分
に
対
応
で
き
な
い
こ

と
で
す
。つ
ま
り
行
政
だ
け
の
力
で
は
不

十
分
で
、市
民
一
人
ひ
と
り
が
知
恵
を
出

し
合
い
、自
分
が
で
き
る
こ
と
を
少
し
づつ

持
ち
寄
る
こ
と
で
し
か
解
決
で
き
な
い
よ

う
な
こ
と
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
上
記「
応
援
団
」事
業
は
、新
年
度
以

降
、修
了
生
が
地
域
で
活
動
で
き
る
実
地

研
修
や
、地
区
版
の
人
材
育
成
講
座
を
開

講
し
、新
た
な
応
援
団
員
を〈
町
内
〉単

位
で
発
掘
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

最
終
的
に
ま
ち
づ
く
り
の
仲
間
を
地
域

の
中
に
網
の
目
の
よ
う
に
広
げ
て
い
け
る

か
ど
う
か
が
、こ
の「
応
援
団
」事
業
お
よ

び「
市
民
主
役
条
例
」の
鍵
に
な
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

●「
小
さ
な
自
治
」を
広
げ
よ
う

 

地
域
づ
く
り
も
、自
治
研
活
動
も
、そ
の

根
本
は
ま
ず「
人
」が
集
ま
る
こ
と
が
不

可
欠
で
す
。豊
か
な
経
験
を
持
つ
高
齢
者

の
方
も
、元
気
な
若
者
も
、女
性
も
、男
性

も
、次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
も
、お
隣

に
住
む
外
国
人
市
民
の
方
も・・・い
ろ
い
ろ

な
立
場
の
人
が
集
い
、語
り
合
い
、お
互
い

の
理
解
を
深
め
な
が
ら
交
流
す
る
こ
と
か

ら
、新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
が
生
ま

れ
て
き
ま
す
。そ
の
た
め
に
は
日
常
的
に

「市民主
役のまち

づくり」

に向けて
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
丹
南
市
民
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
・

　
　
　
地
域
政
策
研
究
所

　
　
　
研
究
員
　
橋
　
本
　
和
　
久

人
々
が
語
り
合
う
場
＝「
小
さ
な
自
治
」

を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
作
っ
て
い
く
こ
と
か

ら
始
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
今
、私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

職
場
、組
合
、自
治
研
、地
域
労
働
運
動
、

町
内
会
、公
民
館
、Ｎ
Ｐ
Ｏ・・・こ
れ
ら
の
場

で
の「
塾
議
」を
重
層
的
に
重
ね
て
い
き
、

硬
直
化
し
た
従
来
型
の「
公
共
」を
、地
に

足
の
つ
い
た
豊
か
な「
公
共
」に
変
え
て
い

く
努
力
で
し
ょ
う
。そ
の
た
め
の「
言
い
だ

し
っぺ
」は
、そ
う
、「
あ
な
た
！
」か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

1

回 テ ー マ 内　　容

2

3

4

1

2

3

日　　程

平成２５年
８月１９日
（日）

９月１日
（土）

平成２５年
２月２日
（土）

4

オリエンテーション

楽しいまちづくり講座

１３時３０分～
 １５時１０分

１９時３０分～
 ２１時１０分

９月２２日
（土・祝）

ワークショップ入門
（基礎①）

１９時３０分～
 ２１時１０分

１０月１３日
（土）

ワークショップ入門
（基礎②）

１９時３０分～
 ２１時１０分

１０月２５日
（木）

ワークショップ体験
（実践①）

１９時３０分～
 ２１時１０分

１１月１７日
（土）

ワークショップ体験
（実践②）

１９時３０分～
 ２１時１０分

１２月６日
（木）

プレゼンテーション
入　　門

１９時３０分～
 ２１時１０分

グループ発表
総　　括

１９時３０分～
 ２１時１０分

地域課題（３つ程度）別に、実際にワークショップを開き、
話し合いの進め方、合意の手法について学びます。1

回 テ ー マ 内　　容

同上（発表準備）2

自分たちの情報を他の人に伝えていくための手法を
学びます。3

グループごとに、ワークショップの内容を発表します。
この養成講座の内容を振り返ります。4

日　　程

１１月 ワークショップ体験①

２－１）講座の後期日程（１１月～平成２５年１月）

《市民まちづくり応援団養成講座カリキュラム》

１１月 ワークショップ体験②

１２月 プレゼンテーション入門

平成２５年
１月 総　　括

この講座の進め方について
市民主役条例や市の施策について
アイスブレーキング入門
【講師】
越前市西地区子ども会連合会
リーダー　三好　正之　氏

地域づくりの講師（実践者）をお招きし、
まちづくり活動の楽しさを伝えます。
【講師】
（特）美山まちづくりＮＰＯ
理事長　清水　正一 氏

多様な立場の人を巻き込んで、合意を
図っていく手法としての「ワークショップ」
の基礎を学びます。
【講師】
ノーム自然環境教育事務所
代表　坂本　均　氏

「ワークショップ」を進行する役目の人（フ
ァシリテーター）の心得を学びます。
【講師】
第３回と同じ

自分たちの地域の課題を抽出するため、
実際にワークショップを開き、話し合いの
進め方、合意の手法について学びます。
【講師】
第３回と同じ

抽出した地域課題を元に、実際にワーク
ショップを開き、メンバーの意見交換の中
からで課題の解決策を考えてみます。
【講師】
第３回と同じ

自分たちの思いを、まわりの人に伝える
ための考え方、手法について学びます。
【講師】
㈱ふくいコミュニケーションズ
代表取締役　澤崎　敏文　氏
グループごとに、ワークショップの内容を
発表します。
この養成講座の内容を振り返ります。
【講師】
第３回と同じ
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い
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
市
民
提
案
を
活
か
し
て

　
鯖
江
市
で
は
、平
成
22
年
４
月
、自
治

研
活
動
で
培
っ
た
数
度
の〈
市
民
立
法
〉の

　
今
年
1
0
月
に
開
催
さ
れ
た
神
戸
で
の
地
方
自
治
研

究
全
国
集
会
の
テ
ー
マ
は「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
」で
し

た
。「
阪
神
淡
路
大
震
災
」「
東
日
本
大
震
災
」と
い
っ
た

大
規
模
災
害
時
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、平
常
時
に
お
い
て

も
地
域
の
つ
な
が
り
・
絆
が
再
び
見
直
さ
れ
注
目
を
浴
び

て
い
ま
す
。そ
の
こ
と
は
、こ
れ
ま
で
主
に
行
政
が
担
っ
て

き
た「
公
共
」の
姿
を
問
い
直
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

私
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
で
、も
う
一
度
、地
域
力
・
自

治
力
を
活
か
す
こ
と
を
目
指
し
た
、新
し
い
形
の「
公
共

サ
ー
ビ
ス
」を
考
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

経
験
を
活
か
し
、1
0
0
％
市
民
起
草
に

よ
る「
鯖
江
市
民
主
役
条
例
」を
作
り
ま

し
た
。同
年
７
月
７
日
に
は
条
例
を
策
定

し
た
市
民
委
員
を
中
心
に
市
民
団
体

「
市
民
主
役
条
例
推
進
委
員
会
」が
立
ち

上
が
り
、牧
野
百
男・鯖
江
市
長
と
の
あ
い

だ
で
条
例
の
推
進
に
関
す
る〈
七
夕
協

定
〉を
締
結
し
ま
し
た
。

　
同
委
員
会
で
は
、市
民
参
画
部
会（
行

政
へ
の
市
民
参
画
を
推
進
す
る
）、地
域

自
治
部
会（
地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の
活
性
化

を
図
る
）、さ
ば
え
ブ
ラ
ン
ド
部
会（
市
民

に
よ
る
さ
ば
え
ブ
ラ
ン
ド
の
創
造
を
進
め

る
）と
い
う
３
つ
の
部
会
を
設
け
、新
た
な

メ
ン
バ
ー
も
加
え
27
人
で
活
動
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。２
年
間
の
あ
い
だ
に
、第
一
次

提
案
と
し
て「
市
民
主
役
事
業
創
出
の
た

め
の
市
民
提
案
制
度
」、第
２
次
提
案
と

し
て「
市
民
ま
ち
づ
く
り
応
援
団
事
業
」

「
事
前
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
型
市
民
主
役
事
業

化
制
度
」を
市
に
提
案
し
、そ
れ
ぞ
れ
実

現
を
図
って
い
ま
す
。

●
「
市
民
ま
ち
づ
く
り
応
援
団
」と
は
？

　
こ
の
う
ち
「
市
民
ま
ち
づ
く
り
応
援

団
」
事
業
は
、
地
域
に
お
け
る
ま
ち
づ
く

り
に
意
欲
の
あ
る
人
の
う
ち
、
人
材
の
掘

り
起
こ
し
や
、
持
続
可
能
な
地
域
運
営
の

基
盤
づ
く
り
、
人
と
人
と
を
つ
な
げ
る

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
に
興
味
の
あ
る
人
材
を

養
成
し
、
現
場
で
の
市
民
主
役
の
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

　
平
成
24
年
度
は
、
市
と
上
記
・
条
例

推
進
委
員
会
が
共
催
で
、市
民
ま
ち
づ
く

り
応
援
団
養
成
講
座（
全
市
版
）を
開
講

し
、
全
８
回
に
わ
た
っ
て
、
地
域
の
中
で

様
々
な
立
場
の
人
を
巻
き
込
み
、
そ
の
思

い
・
意
見
を
引
き
出
し
、
合
意
形
成
を

図
っ
て
い
く
た
め
の
手
法
や
考
え
方
に
つ
い

て
学
ん
で
い
ま
す（
別
表
・
カ
リ
キ
ュラ
ム
）。

　
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
は「
一個
人
が

住
ん
で
い
る
街
を
好
き
に
な
っ
て
、
い
ろ
ん

な
活
動
に
参
加
し
て
街
を
良
く
し
て
い
こ

う
と
い
う
気
持
ち
を
持
て
ば
、
仲
間
が
集

ま
って
、小
さ
な
事
か
ら
で
も
変
え
て
い
け

る
ん
だ
な
あ
と
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
し

た
。」「
ま
ち
づ
く
り
は『
人
づ
く
り
』、人
づ

く
り
は
『
人
さ
が
し
』
と
い
う
講
師
の
言

葉
が
印
象
的
で
し
た
。」
等
の
感
想
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
な
ぜ「
人
づ
く
り
」「
人
さ
が
し
」な
の
？

　
鯖
江
市
で
は
こ
れ
ま
で
区
長
会
を
始

め
、壮
年
団
、婦
人
会
な
ど
地
区
の
ま
ち

づ
く
り
団
体
な
ど
を
中
心
に
活
動
が
行

わ
れ
て
き
て
、今
も
多
く
の
方
が
な
ん
ら

か
の
形
で
自
分
が
住
ん
で
い
る
地
域
の
ま

ち
づ
く
り
に
参
加
し
て
い
ま
す
。区
長
会

へ
の
加
入
率
も
95
％
近
く
を
維
持
し
て
い

ま
す
。し
か
し
現
在
、地
域
の
中
で
は
、

「
自
主
防
災（
大
規

模
災
害
が
起
こ
っ
た

と
き
、「
自
助
」「
共

助
」は
？
）」「
ご
近
所

福
祉（
高
齢
者
な
ど

助
け
が
必
要
な
方
の

見
守
り
は
？
）」「
若

者
の
参
加（
地
域
の

若
者
の
姿
が
見
え
な

い
、都
会
に
行
っ
て
帰
っ
て
こ
な
い
）」「
ま
ち

づ
く
り
組
織
の
若
返
り（
役
員
の
成
り
手

が
い
な
い
）」な
ど
な
ど
、い
く
つ
か
気
に
な

る
状
況
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、こ
れ
ら
の
課

題
は
道
路
や
施
設
を
作
っ
た
り
、法
律
や

条
例
な
ど
の「
規
制
」を
作
っ
た
り
と
いっ

た
、行
政
が
こ
れ
ま
で
行
って
き
た
よ
う
な

常
套
手
段
で
は
十
分
に
対
応
で
き
な
い
こ

と
で
す
。つ
ま
り
行
政
だ
け
の
力
で
は
不

十
分
で
、市
民
一
人
ひ
と
り
が
知
恵
を
出

し
合
い
、自
分
が
で
き
る
こ
と
を
少
し
づつ

持
ち
寄
る
こ
と
で
し
か
解
決
で
き
な
い
よ

う
な
こ
と
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
上
記「
応
援
団
」事
業
は
、新
年
度
以

降
、修
了
生
が
地
域
で
活
動
で
き
る
実
地

研
修
や
、地
区
版
の
人
材
育
成
講
座
を
開

講
し
、新
た
な
応
援
団
員
を〈
町
内
〉単

位
で
発
掘
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

最
終
的
に
ま
ち
づ
く
り
の
仲
間
を
地
域

の
中
に
網
の
目
の
よ
う
に
広
げ
て
い
け
る

か
ど
う
か
が
、こ
の「
応
援
団
」事
業
お
よ

び「
市
民
主
役
条
例
」の
鍵
に
な
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

●「
小
さ
な
自
治
」を
広
げ
よ
う

 

地
域
づ
く
り
も
、自
治
研
活
動
も
、そ
の

根
本
は
ま
ず「
人
」が
集
ま
る
こ
と
が
不

可
欠
で
す
。豊
か
な
経
験
を
持
つ
高
齢
者

の
方
も
、元
気
な
若
者
も
、女
性
も
、男
性

も
、次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
も
、お
隣

に
住
む
外
国
人
市
民
の
方
も・・・い
ろ
い
ろ

な
立
場
の
人
が
集
い
、語
り
合
い
、お
互
い

の
理
解
を
深
め
な
が
ら
交
流
す
る
こ
と
か

ら
、新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
が
生
ま

れ
て
き
ま
す
。そ
の
た
め
に
は
日
常
的
に

「市民主
役のまち

づくり」

に向けて
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
丹
南
市
民
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
・

　
　
　
地
域
政
策
研
究
所

　
　
　
研
究
員
　
橋
　
本
　
和
　
久

人
々
が
語
り
合
う
場
＝「
小
さ
な
自
治
」

を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
作
っ
て
い
く
こ
と
か

ら
始
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
今
、私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

職
場
、組
合
、自
治
研
、地
域
労
働
運
動
、

町
内
会
、公
民
館
、Ｎ
Ｐ
Ｏ・・・こ
れ
ら
の
場

で
の「
塾
議
」を
重
層
的
に
重
ね
て
い
き
、

硬
直
化
し
た
従
来
型
の「
公
共
」を
、地
に

足
の
つ
い
た
豊
か
な「
公
共
」に
変
え
て
い

く
努
力
で
し
ょ
う
。そ
の
た
め
の「
言
い
だ

し
っぺ
」は
、そ
う
、「
あ
な
た
！
」か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

1

回 テ ー マ 内　　容

2

3

4

1

2

3

日　　程

平成２５年
８月１９日
（日）

９月１日
（土）

平成２５年
２月２日
（土）

4

オリエンテーション

楽しいまちづくり講座

１３時３０分～
 １５時１０分

１９時３０分～
 ２１時１０分

９月２２日
（土・祝）

ワークショップ入門
（基礎①）

１９時３０分～
 ２１時１０分

１０月１３日
（土）

ワークショップ入門
（基礎②）

１９時３０分～
 ２１時１０分

１０月２５日
（木）

ワークショップ体験
（実践①）

１９時３０分～
 ２１時１０分

１１月１７日
（土）

ワークショップ体験
（実践②）

１９時３０分～
 ２１時１０分

１２月６日
（木）

プレゼンテーション
入　　門

１９時３０分～
 ２１時１０分

グループ発表
総　　括

１９時３０分～
 ２１時１０分

地域課題（３つ程度）別に、実際にワークショップを開き、
話し合いの進め方、合意の手法について学びます。1

回 テ ー マ 内　　容

同上（発表準備）2

自分たちの情報を他の人に伝えていくための手法を
学びます。3

グループごとに、ワークショップの内容を発表します。
この養成講座の内容を振り返ります。4

日　　程

１１月 ワークショップ体験①

２－１）講座の後期日程（１１月～平成２５年１月）

《市民まちづくり応援団養成講座カリキュラム》

１１月 ワークショップ体験②

１２月 プレゼンテーション入門

平成２５年
１月 総　　括

この講座の進め方について
市民主役条例や市の施策について
アイスブレーキング入門
【講師】
越前市西地区子ども会連合会
リーダー　三好　正之　氏

地域づくりの講師（実践者）をお招きし、
まちづくり活動の楽しさを伝えます。
【講師】
（特）美山まちづくりＮＰＯ
理事長　清水　正一 氏

多様な立場の人を巻き込んで、合意を
図っていく手法としての「ワークショップ」
の基礎を学びます。
【講師】
ノーム自然環境教育事務所
代表　坂本　均　氏

「ワークショップ」を進行する役目の人（フ
ァシリテーター）の心得を学びます。
【講師】
第３回と同じ

自分たちの地域の課題を抽出するため、
実際にワークショップを開き、話し合いの
進め方、合意の手法について学びます。
【講師】
第３回と同じ

抽出した地域課題を元に、実際にワーク
ショップを開き、メンバーの意見交換の中
からで課題の解決策を考えてみます。
【講師】
第３回と同じ

自分たちの思いを、まわりの人に伝える
ための考え方、手法について学びます。
【講師】
㈱ふくいコミュニケーションズ
代表取締役　澤崎　敏文　氏
グループごとに、ワークショップの内容を
発表します。
この養成講座の内容を振り返ります。
【講師】
第３回と同じ


