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　毎年４月から12月の半年にわたり開講している「社会科学・社会福祉基礎講座」ですが、
昨年および今年の前半は、新型コロナウイルス感染拡大の影響のもと、オンラインでの開講を
余儀なくされています。
　基礎講座のプログラムのなかでもとくに人気の高い「釜ヶ崎フィールドワーク」。２年間、
コロナ禍のなかで開催すべきかと悩みながらも、受講生のみなさんからも「これだけは現地に
行って学びたい」という声もあり、中止とせずに開催してきました。



　今年も、感染状況が少し落ち着いてきたこともあり、10月23日（土）にフィールドワーク
を開催。前半で中野加奈子さん（大谷大学准教授）に「貧困問題をどう捉えるか」というテー
マでお話をいただき、事前学習をしてから、水野阿修羅さん（日本寄せ場学会運営委員・本誌連
載「阿修羅がゆく」執筆者）に案内をしていただきました。
　本誌の連載で、ありむら潜さんも報告してくださっているとおり、釜ヶ崎の姿は大きく変わ
りつつあります。2022年４月にJR新今宮駅前にオープン予定の星野リゾート（写真１ページ
目）。道路一本はさんで反対側の釜ヶ崎からその全貌が確認でき、まちの変化を象徴していま
す。



 釜ヶ崎のほぼ中心に位置する萩之茶屋南公園（通称：三角公園）では、コロナ感染状況が落
ち着いてきたこともあり、まばらではありますが青空のもとに人が集まり、一部では演奏が始
まったりして、思い思いに過ごしておられました。
　最近では、釜ヶ崎に長期滞在し、釜ヶ崎界隈のグルメ等の情報を発信するユーチューバーも
増えています。その影響からか比較的若い人たちの姿もみられ、SNSでも注目されているホ
ルモン焼き屋さんには行列ができていました。



　受講生からは、「ホームレスの方、ゴミが散乱する道路、厳重そうな建物や古くていまにも
つぶれそうな建物が独特の雰囲気を醸

かも

し出しているいっぽうで、すぐ隣にはハルカスや建設中
の星野リゾートが見え、同じ場所でこれほど景色がちがうのかと衝撃を受けた」「飛田新地の
情景は見れば見るほど切なくなる反面、どこか他人事のように観察している自分がいた。“自
分とはちがう”と切り離している感じが、無意識的な差別だとわかっていても、どこか現実味
がなかったが、フィールドワークのあともずっと釜ヶ崎の情景が頭から離れない。見学できて
ほんとうによかった」などの感想がありました。現地に踏み入れることでしか感じられない雰
囲気から学んで、悩んでいただければうれいです。 （写真・塩見一弥、文・高倉弘士）
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方法・技術と
科学的基礎
　

明治学院大学名誉教授　河合　克義

最
近
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ジ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
課
題
を
解
決

す
る
た
め
の
人
的
組
織
化
の
方
法
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
最
近
の「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

オ
ー
ガ
ナ
イ
ジ
ン
グ
」
の
手
法
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、日
本
に
も
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
こ
の
手
法
は
、

大
手
企
業
の
研
修
、
市
民
団
体
の
研
修
、
労
働
組
合
の
研
修
に
拡
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ジ
ン
グ
は
、
そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ

ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域
で
使
わ
れ
て
き
た
用
語
で
す
。
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
源
流
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
で
一
八
〇
〇
年
代
後
半
に
生
ま
れ
た
「
慈
善
組
織
協
会
」

（Charity O
rganisation Society

）
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
活
動
手
法
が
ア
メ
リ
カ
に
移
入
さ
れ
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
一
領
域
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
九

三
〇
年
代
の
こ
と
で
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
用
語
自
体
は
、
一
般
に
使

わ
れ
て
い
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
専
門
用
語
と
し
て
使
う
こ
と
に
し
た
の
で

す
。
当
時
の
理
論
と
し
て
「
ニ
ー
ド
と
資
源
を
適
合
・
調
整
す
る
」
理
論
（
た
と
え
ば
、「
レ
イ
ン
報
告
書
」

一
九
三
九
年
）
が
あ
り
ま
し
た
。

さ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
ク
の
専
門
家
が
使
う
方
法
と
し
て
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
貧

困
問
題
が
深
刻
化
（「
貧
困
の
再
発
見
」）
し
て
ゆ
く
状
況
下
、
公
的
扶
助
受
給
者
を
中
心
と
し
た
貧
困
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層
に
よ
る
「
福
祉
権
運
動
（W

elfare Rights M
ovem

ent

）」
が
展
開
さ
れ
、
と
く
に
専
門
家
が
職
場

組
織
を
弁
護
し
、
対
象
者
を
管
理
統
制
す
る
態
度
が
強
く
な
り
、
専
門
家
が
き
び
し
く
批
判
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
流
れ
が
、
一
九
六
九
年
の
全
米
ソ
ー
シ
ャ
ワ
ー
ク
会
議
で
の
専
門
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
ク
批
判
と
な
り
、
さ
ら
に
は
「
非
専
門
職
化
」
と
い
う
議
論
ま
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ジ
ン
グ
は
、
対
象
者
組
織
化
の
一
つ
の
重
要
な
方
法
で
す
。
し
か
し
、

ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を
見
て
も
、
そ
れ
は
、
政
治
的
に
無
色
透
明
な
方
法
・
技
術
で
は
な
く
、
時
代
の
社

会
構
造
や
政
策
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
視
野
を
も
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
草
の
根
民
主
主
義
を
重
視
し

た
理
論
、
弁
護
者
・
代
弁
者
の
姿
勢
を
強
調
し
た
専
門
職
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
動
き
は
そ
の
例
で
す
。

日
本
に
お
い
て
も
、
福
祉
領
域
で
方
法
・
技
術
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
、
い
ろ
い
ろ
議
論
が
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
少
な
く
と
も
社
会
的
立
場
を
超
え
て
使
用
で
き
る
方
法
・
技
術
は
、

疑
っ
て
み
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ジ
ン
グ
に
は
、解
決
し
た
い
課
題
・

問
題
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
そ
の
課
題
・
問
題
の
分
析
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
そ
の
問
題
を
解
決
す

る
方
法
、
ま
た
予
防
す
る
に
は
ど
う
す
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
課

題
・
問
題
に
か
か
わ
る
政
策
や
行
政
の
姿
勢
分
析
も
必
要
で
す
。
そ
の
上
で
解
決
行
動
の
あ
り
方
が
考

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
科
学
的
な
基
礎
に
根
ざ
し
て
、
い
ま
の
社
会
構
造
に

コ
ミ
ッ
ト
す
る
方
法
・
技
術
の
活
用
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

かわい　かつよし

1977年、明治学院大学社会学部専任講師。1981〜82年、フランス・
ナンシー大学社会学研究所客員研究員。それ以降、明治学院大学
社会学部教授、明治学院大学副学長等を経て、現在は、明治学院
大学名誉教授。専門は社会学、社会福祉学。高齢者の社会的孤立
や貧困について長年研究し、フィールドワークに基づいた現状分
析や制度的な課題を問いかけている。主な著書は、『大都市のひと
り暮らし高齢者と社会的孤立』（法律文化社、2009 年）、『老人に冷
たい国・日本−「貧困と社会的孤立」の現実』（光文社新書、2015 年）
など。
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二
年
あ
ま
り
に
お
よ
ぶ
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
で
、
住
民
に
い
ち
ば
ん
近
い
基
礎
自
治
体
や
そ
の
首
長
の
姿
勢
や
政
策
、

自
治
体
の
あ
り
方
が
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

地
方
自
治
体
の
最
大
の
責
務
は
、「
住
民
の
福
祉
の
増
進
」
で
す
（
地
方
自
治
法
・
第
一
条
）。
つ
ま
り
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
、
住
民
の
い
の
ち
と
く
ら
し
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
な
か
で
、
で
き
る
限
り
感
染
拡
大

を
防
ぎ
つ
つ
、
感
染
し
た
際
に
は
安
心
し
て
適
切
な
治
療
を
受
け
、
療
養
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
は
、
地
方
自
治

体
の
責
務
で
す
。
ま
た
、
子
ど
も
が
安
心
で
き
る
保
育
・
教
育
環
境
を
と
と
の
え
、
収
入
が
不
安
定
な
家
庭
に
は
補
助

を
す
る
な
ど
、
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
て
も
で
き
る
か
ぎ
り
住
民
が
安
心
し
て
日
々
を
送
れ
る
対
策
を
講
じ
る
こ
と
も
、
地

方
自
治
体
の
責
務
で
す
。

今
号
の
特
集
の
な
か
で
岡
田
知
弘
さ
ん
が
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
自
治
体
の
責
務
を
し
っ
か
り
受
け
止

め
、
そ
の
地
域
の
感
染
状
況
や
経
済
状
況
に
即
し
た
判
断
を
も
と
に
、
住
民
に
寄
り
添
っ
た
対
策
を
お
こ
な
っ
て
き
た

自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
で
、
こ
の
間
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
産
業
化
、
公
務
員
の
人
員
削
減
と
非
正
規
化
、
地

域
行
政
の
広
域
化
等
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
が
後
手
に
ま
わ
り
、
罹
患
さ
れ
た
方
が
自
宅
で
命
を
落
と
す
と
い

う
最
悪
の
事
態
を
発
生
さ
せ
、
同
時
に
保
健
所
な
ど
の
現
場
の
職
員
に
は
長
期
に
わ
た
っ
て
過
労
死
レ
ベ
ル
の
激
務
を

強
い
た
自
治
体
も
あ
り
ま
し
た
。

特集特集

コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、 

あ
ら
た
め
て
考
え
る
自
治
体
の
責
任
と
役
割
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一
九
九
〇
年
代
以
降
、
バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
経
済
成
長
が
見
通
せ
な
い
な
か
で
、
日
本
は

規
制
緩
和
に
よ
っ
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
市
場
に
開
放
し
、
と
に
か
く
企
業
が
儲
け
ら
れ
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
で
、
経

済
成
長
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
以
後
今
日
ま
で
の
三
〇
年
間
、
一
貫
し
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
産
業
化
が
進

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
三
〇
年
た
っ
た
い
ま
、
規
制
緩
和
で
儲
け
た
の
は
一
部
の
大
企
業
の
み
で
、
労
働
者
の

賃
金
は
い
っ
さ
い
上
が
ら
ず
、
格
差
は
広
が
る
ば
か
り
で
す
。
一
部
の
企
業
が
儲
け
て
成
長
し
て
も
、
労
働
者
全
体
の

賃
金
が
上
が
ら
な
け
れ
ば
、
消
費
は
喚
起
さ
れ
ず
、
経
済
は
回
り
ま
せ
ん
。
経
済
が
回
ら
な
け
れ
ば
、
支
出
と
な
る
社

会
保
障
・
社
会
福
祉
は
抑
制
さ
れ
、
よ
り
い
っ
そ
う
国
民
を
苦
し
め
ま
す
。
若
者
は
将
来
に
展
望
を
も
て
ず
、
結
婚
も

出
産
も
で
き
ず
、
も
っ
と
も
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
少
子
化
を
よ
り
推
し
進
め
る
要
因
の
ひ
と
つ
と
な
り
ま
す
。

国
内
の
経
済
を
、
社
会
を
、
地
域
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
安
心
し
て
生
き
て
い
け
る
、
な
に
か
あ
れ
ば
助
け

て
く
れ
る
、
こ
の
社
会
・
地
域
は
信
頼
で
き
る
と
い
う
安
心
感
が
不
可
欠
で
す
。
今
号
の
特
集
の
な
か
で
、
寝
屋
川
市

で
障
害
福
祉
事
業
を
お
こ
な
う
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
小
路
の
久
澤
施
設
長
は
、「
困
難
か
心
配
事
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、

寝
屋
川
市
が
応
援
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
フ
ォ
ロ
ー
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
大
き
な
安
心
感
が
あ
っ
た
」
と
話

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
自
治
体
に
対
す
る
信
頼
が
あ
る
か
ら
、
な
に
か
あ
れ
ば
フ
ォ
ロ
ー
し
て
も
ら
え
る
安
心
感
が

あ
る
か
ら
、
民
間
事
業
者
は
目
の
前
の
福
祉
を
必
要
と
し
て
い
る
人
に
全
力
で
向
き
合
い
、
前
を
向
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
に
も
挑
戦
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

地
方
自
治
体
の
最
大
の
責
務
は
、「
住
民
の
福
祉
の
増
進
」
で
す
。
同
時
に
、
真
摯
に
「
住
民
の
福
祉
の
増
進
」
に

向
き
合
い
つ
づ
け
る
自
治
体
こ
そ
、
住
民
の
信
頼
を
得
て
、
そ
の
信
頼
と
安
心
感
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
、
地

域
経
済
の
循
環
へ
の
近
道
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

（
編
集
主
任
）


