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お
念
仏
を
い
た
だ
く
私
た
ち
大
人
が

ど
う
関
わ
る
の
か

―
― 

研
修
の
背
景
と
狙
い
を
教
え
て
下
さ
い
。

　
二
〇
一
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
子
ど
も
・
若
者

ご
縁
づ
く
り
」
は
、
永
年
各
分
野
で
取
り
組
ま
れ

て
き
た
少
年
教
化
を
宗
門
全
体
の
運
動
と
し
て
昇

華
さ
せ
た
「
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
」
運
動
を
さ
ら
に
拡

充
し
て
展
開
す
る
も
の
で
す
。
「
既
に
ご
縁
に

あ
っ
て
い
る
子
ど
も
・
若
者
」
だ
け
で
な
く
、

「
こ
れ
ま
で
ご
縁
の
な
か
っ
た
子
ど
も
・
若
者
」

を
も
対
象
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
お
り
ま
す

が
、
い
ず
れ
に
対
し
て
も
、
「
生
き
づ
ら
さ
」
で

苦
し
む
者
が
含
ま
れ
る
と
い
う
視
点
が
大
切
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
お
念
仏
を
い
た
だ
く
私
た
ち
大

人
が
、
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
・
若
者
に
ど
う
対
応

し
、
関
わ
っ
て
い
く
か
は
、
ご
縁
づ
く
り
に
あ

た
っ
て
の
重
要
な
課
題
で
す
。

　
特
に
、
こ
れ
ま
で
宗
門
と
し
て
の
取
り
組
み
が

薄
か
っ
た
思
春
期
に
関
し
て
、
今
の
若
者
達
が
ど

の
よ
う
な
環
境
に
あ
り
、
何
に
生
き
づ
ら
さ
を
感

じ
て
い
る
の
か
を
学
ぶ
た
め
に
、
二
〇
一
五
年
か

ら
全
国
五
カ
所
で
「
イ
マ
ド
キ
思
春
期
の
悩
み
と

モ
ヤ
モ
ヤ
」
と
題
し
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
実

施
し
、
性
の
こ
と
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
分
野
か

ら
、
思
春
期
の
現
状
に
つ
い
て
課
題
を
見
出
し
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
春
期
・
若

者
の
生
き
づ
ら
さ
の
要
因
と
課
題
は
多
岐
に
わ
た

り
、
特
定
の
分
野
だ
け
で
は
全
体
像
や
相
関
関
係

を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
り

古
ふ る

川
か わ

 潤
じゅん

哉
や

佐賀県伊万里市にある浄誓寺僧侶。
日本思春期学会 理事、九州龍谷短期
大学 非常勤講師などを務める。ホス
ピス・緩和ケアへの関わりから HIV/
AIDS の患者支援、予防などに縁がで
き、そこから性の諸問題を含む思春
期援助に携わる。教育、保健行政や
医療機関などと連携した市民活動と
しての思春期援助に取り組む。

ともに歩む
思春期・若者支援コーディネーター

養成研修会を開催した背景や想いについて、

子ども・若者ご縁づくり推進委員会委員で、

本研修会の中心人物である思春期・若者支援部会の

古川潤哉さんにお伺いしました。
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こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
回
対
象
と
し
て
い
る
僧

侶
や
寺
族
の
方
は
、
当
事
者
本
人
の
自
覚
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
、
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る
子
ど
も
・

若
者
と
の
接
点
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
話
を
聴

く
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
最
適
な
専
門
家
や
相

談
窓
口
を
紹
介
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
的
な
存

在
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
す
。
そ
の
た
め

に
、
既
に
各
地
で
活
動
し
て
い
る
先
生
や
援
助
の

グ
ル
ー
プ
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
を
通
し
て
、

理
解
者
に
う
ま
く
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き

づ
ら
さ
を
軽
減
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
小
さ
い
頃
に
お
寺
に
来
て
い
た
子
ど
も
達
も
中

学
生
・
高
校
生
な
ど
成
長
す
る
に
つ
れ
て
お
寺
と

の
接
点
が
減
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
単

に
忙
し
く
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ

れ
ま
で
の
関
わ
り
が
、
道
徳
的
指
導
や
あ
る
べ
き

論
を
押
し
つ
け
る
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い

て
、
僧
侶
や
寺
族
も
保
護
者
や
学
校
の
先
生
と
同

じ
く
評
価
者
と
見
な
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
親
離

れ
と
と
も
に
お
寺
離
れ
し
て
い
っ
て
し
ま
う
可
能

性
が
十
分
に
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
達
が
「
ま
ず
い

こ
と
に
な
っ
た
」
「
失
敗
し
ち
ゃ
っ
た
」
「
こ
れ

は
人
に
は
言
え
な
い
…
」
と
い
う
状
況
に
あ
る
と

き
に
も
僧
侶
や
寺
族
に
は
話
せ
る
と
い
う
状
況
を

作
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
評
価
者
で
は
な
く
、
あ

な
た
の
味
方
で
す
よ
と
い
う
姿
勢
で
普
段
か
ら
接

し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
甘
や

か
し
と
い
う
話
と
は
違
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

今
の
子
ど
も
・
若
者
が
つ
ま
ず
き
そ
う
な
悩
み
や

ト
ラ
ブ
ル
に
関
し
て
は
幅
広
く
知
識
と
情
報
を

ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
学
べ
る
機

会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
実
情
を
踏
ま
え
、
宗

派
と
し
て
、
僧
侶
・
寺
族
向
け
に
こ
れ
ら
を
専
門

家
や
当
事
者
か
ら
直
接
学
ぶ
機
会
を
作
る
た
め
に

企
画
し
た
の
が
こ
の
「
思
春
期
・
若
者
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
養
成
研
修
会
」
で
す
。

―
―
思
春
期
・
若
者
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と

は
ど
の
よ
う
な
役
割
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　
こ
れ
は
、
こ
の
研
修
を
修
了
し
た
方
々
が
こ
う

あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
に
基
づ
く
ネ
ー
ミ
ン

グ
で
す
。
研
修
で
は
様
々
な
分
野
の
第
一
線
で
活

躍
中
の
御
講
師
や
、
既
に
関
わ
り
の
あ
る
受
講
生

同
士
な
ど
で
た
く
さ
ん
の
知
識
や
情
報
、
刺
激
を

得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
た

ち
は
こ
の
分
野
の
専
門
家
で
は
な
い
た
め
、
原
因

の
あ
る
生
き
づ
ら
さ
そ
の
も
の
を
直
接
解
決
す
る

持
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か

ら
、
こ
の
研
修
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
て
い
ま
す
。

常
識
や
あ
る
べ
き
論
の
鵜
呑
み
、
押
し

つ
け
に
よ
っ
て
生
き
づ
ら
さ
を
つ
く
り

だ
し
て
し
ま
っ
て
い
る

―
―
若
者
の
生
き
づ
ら
さ
と
そ
の
対
応
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
？

生
き
る
の
が
つ
ら
い
と
い
う
思
い
は
誰
し
も
が

持
ち
え
る
も
の
で
、
内
容
も
そ
れ
ぞ
れ
で
分
類
で

き
ま
せ
ん
。
医
療
や
福
祉
の
制
度
で
対
応
す
る
べ

き
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
大
多
数
の
人
と
自
分
が

違
っ
て
い
る
と
い
う
少
数
者
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
）

の
課
題
や
、
性
の
課
題
は
特
に
人
権
に
関
す
る

課
題
で
す
。
こ
れ
ら
は
多
く
の
場
合
、
他
者
と
の

比
較
や
、
大
多
数
の
意
見
で
あ
る
常
識
や
あ
る
べ

き
論
の
鵜
呑
み
、
押
し
つ
け
に
よ
っ
て
生
じ
る
場

合
が
多
い
と
考
え
ま
す
。
特
に
学
校
教
育
に
お
い

て
は
ど
う
し
て
も
画
一
性
が
求
め
ら
れ
る
面
が
あ

り
、
本
来
個
性
で
あ
る
は
ず
の
自
分
の
特
徴
で
苦
し

む
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
ま
た
、
人
に
言
え
な
い

悩
み
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
抱
え
込
ん
で
い
る

人
が
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
お
念
仏
の
ご
縁
に
あ
っ

た
大
人
と
し
て
、
数
の
多
少
を
良
し
悪
し
の
基
準
と

せ
ず
、
子
ど
も
・
若
者
に
対
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
人
、

人
格
と
し
て
肯
定
し
て
い
け
る
は
ず
で
す
。
生
き
づ

ら
さ
そ
の
も
の
は
消
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
抱
え
な
が
ら
も
一
緒
に
歩
ん
で

い
け
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
そ
れ
が
多
く
の
子
ど
も
・
若
者
に
と
っ
て
の
救

い
と
な
る
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。
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「
い
の
ち
を
大
切
に
」、「
自
分
を
大
切

に
」
と
い
う
教
育
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
す
る
よ
う
な
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
逆
効
果
で

す
。
彼
ら
の
多
く
は
、た
と
え
ば
母
親
か
ら「
あ

ん
た
な
ん
か
産
ま
な
き
ゃ
よ
か
っ
た
」
な
ど
と

言
わ
れ
る
な
か
で
生
き
て
き
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
こ
の
よ
う
な
教
育
は
か
え
っ
て
彼
ら
の
孤

立
を
深
め
、
た
だ
で
さ
え
相
談
で
き
な
い
子
た

ち
を
ま
す
ま
す
相
談
に
踏
み
出
し
に
く
く
し
て

し
ま
う
の
で
す
。
確
か
に
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
は
自

分
を
大
切
に
し
な
い
こ
と
の
一
つ
の
例
で
す

が
、
最
大
の
自
分
を
大
切
に
し
な
い
こ
と
は
、

人
に
援
助
を
求
め
な
い
こ
と
で
あ
り
、
安
心
し

て
人
に
依
存
で
き
な
い
こ
と
だ
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
達
に
対
し

て
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
で

し
ょ
う
か
。
私
は
学
校
で
の
講
演
の
中
で
、「
誰

で
も
い
い
か
ら
三
人
の
大
人
に
相
談
し
て
」
と

訴
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
三
人
な
の
か
と
い
う

と
、
少
々
乱
暴
で
す
が
全
て
の
大
人
が
ま
と
も

と
は
思
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
で
も
三
人
い

れ
ば
一
人
く
ら
い
は
信
頼
で
き
る
大
人
が
い
る

は
ず
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
最
後
に
皆
さ
ん
に
お
願
い
が
あ
り

ま
す
。
ぜ
ひ
三
人
に
一
人
の
信
頼
で
き
る
大
人

に
な
っ
て
下
さ
い
。
そ
の
た
め
の
条
件
が
あ
り

ま
す
。
ま
ず
、
子
ど
も
か
ら「
切
っ
ち
ゃ
っ
た
」

と
か「
死
に
た
い
」
な
ど
の
相
談
が
あ
っ
た
と

き
に
、
こ
と
の
善
悪
の
判
断
は
一
旦
保
留
し
た

上
で
、
事
情
を
聞
い
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

人
で
す
。
次
に
、
そ
の
大
人
が
孤
立
し
て
い
な

い
こ
と
で
す
。
一
人
で
抱
え
込
む
と
つ
ぶ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
援
助
を
求
め
る
力
が
弱
い
子
ど

も
を
支
え
る
に
は
、
大
人
の
側
が
強
い
援
助
を

求
め
る
力
が
必
要
で
す
。
い
ろ
ん
な
仲
間
や
専

門
家
と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
が
強

い
力
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
そ
ん
な
方
に
な
っ
て

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

善
し
悪
し
の
判
断
は

一
旦
保
留
し
た
上
で

事
情
を
聞
く

松
本
俊
彦
（M
atsum

oto Toshihiko

）

二
〇
一
六
年
十
月
に
本
願
寺

福
岡
教
堂
で
開
催
さ
れ
た

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
イ
マ
ド
キ
思
春
期
の
悩
み
と

モ
ヤ
モ
ヤ
」
の
講
演
を
要
約
。

［プロフィール］
精神科医、国立精神・神経医療
研究センター精神保健研究所薬
物依存研究部部長。依存症、自死・
自傷（リストカット）など、回
復支援の第一人者。
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よ
く
、「
妊
娠
し
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
い

う
相
談
メ
ー
ル
が
き
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
性
の
ト
ラ
ブ
ル
を
減
ら
し
て
い
く
対
策
と
し

て
、
日
本
人
は
す
ぐ
に
教
育
に
よ
っ
て
何
と
か

し
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
相
談
が
私
の

と
こ
ろ
に
届
く
直
接
的
原
因
は
、
知
識
不
足
、

家
庭
の
問
題
な
ど
様
々
で
す
。
で
も
同
じ
よ
う

に
知
識
が
な
く
て
も
、
家
庭
に
少
々
問
題
が

あ
っ
て
も
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
人
も

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
そ
の
違
い
は
何
か
と
い
い

ま
す
と
、
そ
れ
は
、
い
ろ
ん
な
関
係
性
、
つ
な

が
り
が
有
る
か
無
い
か
で
す
。
問
題
を
抱
え
そ

う
に
な
っ
た
時
、
そ
の
人
の
周
囲
に
話
を
聞
い

て
く
れ
る
友
人
や
家
族
が
い
て
、
き
ち
ん
と
関

係
性
を
結
べ
て
い
れ
ば
、
そ
の
つ
な
が
り
の
お

か
げ
で
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
で
き
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
。
知
識
や
教
育
は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
は

あ
り
ま
す
が
、「
関
係
性
」
や「
つ
な
が
り
」
と

い
う
と
こ
ろ
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
何
よ
り

重
要
で
あ
り
ま
す
。

特
に
思
春
期
以
降
に
出
て
く
る
ト
ラ
ブ
ル
と

し
て
は
、
①
性︵
中
絶
や
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
な
ど
︶、

②
こ
こ
ろ︵
自
傷
、
自
殺
、
い
じ
め
、
ひ
き
こ

も
り
な
ど
︶、
③
薬
物︵
タ
バ
コ
、
ア
ル
コ
ー

ル
︶、
④
ネ
ッ
ト︵
ネ
ッ
ト
い
じ
め
な
ど
︶
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
一
定
の
世
代
よ
り
上
の
方
た

ち
は
、
思
春
期
の
ト
ラ
ブ
ル
と
い
え
ば「
不
良
」

や「
暴
走
族
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
近
年
、
暴
走
族
に
入
る
若
者

は
減
少
し
て
い
ま
す
。
主
な
理
由
は
、
厳
し
い

上
下
関
係
を
若
い
人
が
敬
遠
す
る
か
ら
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
今
の
若
者
の
問
題
は
生
身
の

「
関
係
性
」
や「
つ
な
が
り
」
を
結
ぶ
の
が
苦
手

な
の
で
す
。
実
際
に
中
高
生
の
若
者
た
ち
と
接

す
る
中
、「
失
敗
し
た
」
や「
助
け
て
」
と
言
え

な
い
人
が
増
え
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
挨
拶
が

で
き
な
い
人
も
増
え
て
い
ま
す
。
自
分
に
自
信

が
な
い
、
自
己
肯
定
感
が
低
い
、
認
め
ら
れ
た

い
け
ど
嫌
わ
れ
た
く
な
い
、
消
極
的
と
い
う
よ

う
に
、
全
体
と
し
て
ひ
と
り
一
人
が
弱
く
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た「
生
き

づ
ら
さ
を
抱
え
た
若
者
」
は
確
実
に
増
え
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
上
記
の
よ
う
な
ト
ラ

ブ
ル
の
当
事
者
な
の
で
す
。

二
〇
一
六
年
十
月
に
本
願
寺

福
岡
教
堂
で
開
催
さ
れ
た

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
イ
マ
ド
キ
思
春
期
の
悩
み
と

モ
ヤ
モ
ヤ
」
の
講
演
を
要
約
。

「
関
係
性
の
喪
失
」

岩
室
紳
也
（Iw

am
uro Shinya

）

根
本
の
原
因
は

［プロフィール］
厚木市立病院泌尿器科医、ヘル
スプロモーション推進センター、
HIV 診療医 。学校性教育の第一
人者。
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自傷行為について、「なぜあんなことを
するのだろう」と不思議で、気持ち

悪くさえ感じていたが、動機の心理的背景、
物理的環境、生理的反応の説明に、深くう
なずくことができた。自傷行為に追い込ま
れてしまう要因もとてもよく理解できた。
自傷行為する人の想いやその背景を知るこ
とは、共感できる地盤が整ったことのよう
に感じている。

かかわりを持つ上で、言葉のかけ方一
つで、かえって相手を傷つけてしま

う可能性があることを教えられました。

私はカルトについて無知どころかたく
さんの誤解をしていたと実感しまし

た。カルトに入るのは変わった人、なぜカ
ルトだとわからないの？と、恥ずかしなが
らそう思っていました。でもこの講義を受
けて、自分が今までカルトに入らなかった
のはたまたまで、どこかで接触していたの
かも知れないと思い知らされました。まわ
りの人が入っていたら、否定せずに信頼関
係を築き続けるというのは、依存やリスト
カットと通じるものがあります。否定しそ
うだった自分を戒めようと思いました。

今の私の常識が若者とズレているんだ
なと感じました。普段若者と接する

機会があるけれど、彼ら彼女たちは、直接
言わないだけで様々に思っていることが
あったのだろう、と。本音を聞くことので
きる環境をつくりたい。それて安心できる
場につながっていければ良いと思います。

受講する前、正直、性に関する講義は
受けたくないな、気まずいなと思っ

ていました。でもそれは、私が性を「後ろ
めたいこと」「人前で話してはいけないこ
と」という意識を持っているからだと気付
きました。私がこのまま子どもを育てたら、
子どもがゆがんで性を認識してしまうかも
しれません。もう少し性と向き合ってみよ
うと思いました。

なぜ僧侶が性教育なのか、講義を受け
る前は疑問だった。しかし講義を受

けて、袈裟衣を付け僧侶が、世間で当たり
前と言われていることとは異なる切り口で
語ることによって、子どもたちは違った視
点を提供できることがあるのだと理解でき
ました。そして、性と関われるのは真宗だ
けと言われて、ハッとしました。

第 1期 思春期・若者支援コーディネーター養成研修会　概要

第 1回　2016( 平成 28) 年 5月 9日 ( 月 ) ～ 11 日 ( 水 ) [2 泊 3日 ]

第 2回　2016( 平成 28) 年 7月 6日 ( 水 )・ 7 日 ( 木 ) [1 泊 2日 ]

第 3回　2017( 平成 29) 年 2月 8日 ( 水 )・ 9 日 ( 木 ) [1 泊 2日 ]

聞法会館、浄土真宗本願寺派宗務所

講義内容（一部抜粋）
▼岩室紳也（泌尿器科医）「思春期と性」…性教育とその方向性を通し、性にまつわる思春期の悩みを知る

▼松本俊彦（精神科医）「自死・自傷・依存、生きづらさの実態」…思春期の生きづらさに気づき、関わるための基

礎となる事項と対応の実際を学ぶ

▼紅音ほたる（タレント元 AV 女優）「女優から見たアダルトビデオの実際」※ 2016 年 8 月逝去　…AV 女優とい

う仕事や業界の実態について学ぶ

▼古川潤哉（浄土真宗本願寺派僧侶）「生と性と死からいのちを考える」　…思春期の興味を配慮したいのちや性の

伝え方を考える
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介
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。



アンケート

分析

研修受講者には毎回アンケートを実施した。研修会を通
して、受講者にはどういった変化が生まれたのか、どの
ような気づきがあったのかを共有するために、アンケー
ト分析結果の一部を紹介する。
※雲居玄道氏による「第 1期思春期・若者支援コーディネーター養成研修会　アン
ケート分析報告書」から抜粋。

❶思春期でイメージする単語は？
初回および最終回に、思春期に関する単語をそれぞれ答えてもらっている。研修を通じてどういった変化が生

まれているのかを考察する。
単語の色は品詞の種類を表しており、青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞を示す。以下の［図 1.］より研修

会に参加した時点において、「思春期」に関するイメージは年代や不安定さや恋愛といった要素が多く見られる。
対して［図 2.］より研修を受けたあとには、不安定さに加えて、性や暴力などにも広がるとともに、恋愛について
も異性のみから同性も含むような形へとイメージが広がっていることが見て取れる。

❷一番印象に残っていることは？
最終回でのアンケートにおいて、全日程を通して一番印象に残っていることについて自由記述のアンケートを
とっている。意味に基づくクラスタリングを行い 4 つのクラスタに分けた。それぞれのクラスタの内容について、
精査しクラスタの内容についてラベルを付与した。各クラスタに所属する割合を［図 3.］に示す。また詳細のア
ンケートの記述を［表 1.］にその結果を示す。

⇒

Tips｠ 「クラスタリング」とは、データなどの集合体を、機能やカテゴリご
とに分けて集めること。 また、クラスタリングはクラス
ター分析、クラスター解析と呼ばれることもある。

［図3.］各クラスタの割合（一番印象に残っていること）

［表1.］一番印象に残っていること
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子ども・若者
ご縁づくりにおける

思春期・若者支援について

私たちは、皆それぞれ違った性格や性質を持っているものですが、思

春期・若者は、人との違いを「生きづらさ」と感じる場合があります。

昨今、若者の「生きづらさ」は、「居場所の無さ」や「周りとの関係性」、

「自己肯定感の低さ」などが指摘されています。

しかしながら、「生きづらさ」はそうした分類だけによって容易に捉え

られるものではありません。それらは人や状況に応じて様々あり、多く

は周囲の無理解によって生じます。そのうえで、私たちにとって大切な

ことは、「生きづらさ」を定義するよりも、それぞれの「生きづらさ」をそ

のままに認めていくことではないでしょうか。

浄土真宗本願寺派では 2014 年度より思春期・若者支援部会を設置し、

「生きづらさを抱えている若者」の今を常に学びながら悩みに寄り添い、

多様性を認め合う関係づくりの一助となることをめざしています。

本部会のおこなっている取り組みは、「一般的な常識の押しつけ」や「こ

うあるべき」という指導ではありません。上記のような視点を大切にし

た若者支援を、社会に向けて発信していくと同時に宗派内の人々の子ど

も・若者に対する意識や働きかけに変化を及ぼしていくことを目的にし

ています。

発刊：子ども・若者ご縁づくり推進室　
TEL：075-371-5181   FAX：075-351-1211 　mail：goen@hongwanji.or.jp
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