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　昨年11/18・19にオンラインで開催し、約1,600 人の皆さんにご参

加いただきました。サミットでは、コロナ禍での価値観の変容や気づ

き、多様な人々を支える新たなテクノロジーの可能性に議論が及びま

した。講演・パネルディスカッションの概要を紹介します（敬称略）。

地域共生課☎61-3436

『安心安全な

デジタル社会の創成』

　

私
は
国
の
Ｉ
Ｔ
戦
略
に
関

わ
っ
て
い
ま
す
が
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
の
理
念
の
も
と
、
デ
ジ
タ

ル
施
策
に
お
い
て
も
「
置
い

て
き
ぼ
り
を
作
ら
な
い
」
こ

と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
社
会
と
い
う
と

何
か
冷
た
い
感
じ
が
し
ま
す

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普

及
で
人
類
が
初
め
て
「
ひ
と

つ
の
空
間
」
で
つ
な
が
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
コ
ス
ト
も
か
か
ら

ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
解

決
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
今
後
、
デ
ジ
タ
ル
を
活

用
し
て
い
く
上
で
、
医
療
・

健
康
・
防
災
・
教
育
と
い
っ

た
地
域
共
生
社
会
に
係
る
身

近
な
領
域
に
着
目
し
な
が
ら
、

誰
も
が
そ
の
利
便
性
を
享
受

で
き
、
や
り
た
い
こ
と
に
専

念
で
き
る
よ
う
、
中
央
と
地

方
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
全
て

つ
な
が
る
社
会
を
提
案
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
を
活
用
す
る
上

で
、
皆
さ
ん
の
中
に
倫
理
面

で
多
く
の
不
安
が
あ
る
こ
と

も
承
知
し
て
い
ま
す
。
そ
の

解
決
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
を
「
悪

用
」
で
は
な
く
「
善
用
」
す

る
日
本
的
な
「
デ
ジ
タ
ル
道
」

を
築
い
て
い
く
こ
と
が
肝
要

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

目
指
す
サ
ー
ビ
ス
は

　
「
置
い
て
き
ぼ
り
を
作
ら
な
い
」

『選択肢を増やそう』

　

多
様
性
や
包
摂
へ
の
理
解

を
進
め
る
に
は
、
多
く
の
人

に
不
便
や
不
利
益
が
生
じ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
今
ま
で
誰
か
を
「
排
除
」

す
る
こ
と
で
不
当
に
安
く
で

き
て
い
た
も
の
を
正
当
な
価

格
で
実
現
す
る
に
は
、
多
く

の
コ
ス
ト
が
か
か
る
か
ら
で

す
。
私
は
、
そ
れ
を
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
の
活
用
で
解
決
で
き

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

世
の
中
は
再
び
以
前
の

日
々
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
も
と
も
と

社
会
生
活
を
送
る
こ
と
に
困

難
を
抱
え
、
そ
こ
に
戻
れ
な

い
人
た
ち
が
い
る
こ
と
も
覚

え
て
お
い
て
ほ
し
い
で
す
。
コ

ロ
ナ
収
束
後
も
、
コ
ロ
ナ
禍

で
で
き
た
新
し
い
社
会
参
加

の
選
択
肢
を
残
し
、
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
の
活
用
で
さ
ら
に
そ

れ
ら
を
増
や
し
て
い
く
。
そ

う
す
る
こ
と
で
、
そ
の
選
択

肢
が
な
い
と
困
る
人
た
ち
を

「
包
摂
」
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　

選
択
肢
を
増
や
す
こ
と
は
、

自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
人

を
増
や
す
こ
と
で
あ
り
、
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
が

保
障
さ
れ
た
上
で
、
一
人
一

人
が
幸
せ
に
、
自
分
に
合
っ

た
生
き
方
が
で
き
る
社
会
を

つ
く
る
こ
と
。
そ
う
い
う
社

会
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
活
用
で

　
「
排
除
」
か
ら
「
包

ほ

う

せ

つ摂
」
へ

　

南
雲
さ
ん
か
ら
は
、
「
デ
ジ
タ

ル
は
目
的
で
は
な
く
、
手
段
。

市
民
の
課
題
解
決
を
中
心
に
し

た
デ
ジ
タ
ル
社
会
が
必
要
」
。
村

木
さ
ん
か
ら
は
、
若
い
女
性
へ

の
支
援
を
行
う
中
で
「
Ｓ
Ｏ
Ｓ

が
発
信
で
き
な
い
人
た
ち
に
ど

う
寄
り
添
う
か
。
デ
ジ
タ
ル
も

活
用
で
き
る
の
で
は
」
。
土
生
さ

ん
か
ら
は
、
「
誰
も
が
歳
を
重
ね

て
い
く
中
で
、
国
に
お
け
る
高

齢
者
の
保
健
福
祉
政
策
は
、
地

域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た

大
き
な
柱
と
な
る
の
で
は
な
い

か
」
。
議
論
は
、「
女
性
、
高
齢
者
、

障
害
者
を
含
め
た
弱
者
に
と
っ

て
の
良
い
ま
ち
は
、
み
ん
な
に

と
っ
て
の
良
い
ま
ち
に
な
る
」

と
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

『安心して自分らしく暮らせるまちをつくるために』

弱
者
に
良
い
ま
ち
は
、

み
ん
な
に
良
い
ま
ち
に

大森 彌（東京大学名誉教授）

南雲 岳彦（ （一社）スマートシティ・インスティテュート

専務理事）

村木 厚子（津田塾大学客員教授）

土生 栄二（厚生労働省老健局長）

　

本
市
の
共
生
条
例
の
理
念
の

一
つ
で
あ
る
「
自
ら
が
望
む
形

で
社
会
に
参
画
す
る
」
を
軸
に
、

子
ど
も
や
そ
の
家
族
、
高
齢
者
、

障
害
者
、
生
活
困
窮
者
、
地
縁

関
係
者
、
事
業
者
な
ど
が
協
働

し
た
、
「
個
」
に
応
じ
た
多
様
な

働
き
方
、
地
域
の
参
加
の
場
づ

く
り
に
つ
い
て
討
論
。
住
民
の
多

機
能
な
居
場
所
と
な
っ
て
い
る

「
こ
ま
じ
い
の
う
ち
」
な
ど
文
京

区
社
会
福
祉
協
議
会
の
取
り
組

み
や
、
藤
沢
市
の
農
家
が
展
開

す
る
「
農
ス
ク
ー
ル
」
、
障
害
者

施
設
に
通
う
人
た
ち
が
地
域
の

課
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
通
し

て
地
域
で
仕
事
を
つ
く
り
出
す

「
Ｃ
型
就
労
」
な
ど
、
具
体
的
な

事
例
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

多
様
な
人
が
参
画
で
き
る

寛
容
な
地
域
づ
く
り

『多様な社会参加で、 安心して自分らしく暮らせるまちをつくる』

永田 祐（同志社大学社会学部教授）

浦田 愛（ 文京区社会福祉協議会地域福祉推進係地域連携ステーション

フミコム係長）

小島 希世子（（特非）農スクール理事長・（株）えと菜園代表）

又村 あおい（（一社）全国手をつなぐ育成会連合会常務理事兼事務局長）

唐木 啓介（厚生労働省社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室長）

　

災
害
時
に
誰
一
人
取
り
残
さ
な

い
た
め
に
必
要
な
取
り
組
み
、
地

域
（
社
会
）
や
行
政
の
あ
り
方

を
討
論
。
通
常
時
の
支
援
体
制

の
整
備
の
重
要
性
、
専
門
職
を

中
心
と
し
た
伴
走
支
援
を
通
じ

て
、
市
民
と
連
携
を
構
築
し
て
い

く
こ
と
の
大
切
さ
が
話
し
合
わ

れ
ま
し
た
。
ま
ず
重
要
な
の
は
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
個
別

避
難
計
画
の
作
成
、
そ
れ
と
と

も
に
災
害
時
の
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
準
備
を
始
め
る
こ
と
。

そ
れ
に
は
地
域
の
協
力
が
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
が
、
事
例
を
基
に

提
案
さ
れ
ま
し
た
。
議
論
で
は
、

災
害
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
が
通

常
時
の
安
心
・
安
全
に
つ
な
が
る

と
の
認
識
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

『災害時に誰一人取り残さないために

　　　～福祉、防災、コミュニティの連結～』

地
域
で
の
事
前
準
備
と

災
害
後
の
仕
組
み
づ
く
り
を

鍵屋 一（ 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部コミュニティデザ

イン学科教授）

菅野 拓（大阪市立大学大学院文学研究科准教授）

菅原 健介（（株）ぐるんとびー代表取締役）

村野 淳子（別府市防災局防災危機管理課防災推進専門員）

重永 将志（内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当））

　

コ
ロ
ナ
禍
で
社
会
的
孤
立
や

排
除
が
顕
著
に
な
る
中
、
発
す

る
こ
と
が
困
難
な
小
さ
な
Ｓ
Ｏ

Ｓ
を
ど
う
見
つ
け
、
寄
り
添
い
、

伴
走
で
き
る
の
か
。
家
族
、地
域
、

関
係
機
関
・
行
政
の
あ
り
方
を
討

論
。
①
Ｓ
Ｏ
Ｓ
が
出
さ
れ
た
後
の

関
わ
り
で
は
な
く
、
日
常
的
な

関
係
性
と
場
が
必
要
、
②
Ｓ
Ｏ
Ｓ

の
キ
ャ
ッ
チ
に
は
、
支
援
の
受

け
手
と
提
供
側
が
お
互
い
に
で

き
る
こ
と
で
支
え
合
う
視
点
が

不
可
欠
、
③
意
識
的
に
多
様
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
作
り
を
行
う
、
④
対

等
で
相
手
の
そ
の
ま
ま
を
受
け

入
れ
る
関
わ
り
の
大
切
さ
、
⑤
行

政
は
優
し
い
ま
な
ざ
し
の
制
度

化
と
実
効
化
を
。
こ
う
し
た
具

体
的
な
提
言
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

『SOS の声とつながり、社会的孤立を防ぐには』

「
助
け
て
」
が
な
く
て
も

関
わ
り
、
寄
り
添
う
た
め
に

鈴木 秀洋（日本大学危機管理学部准教授）

鴻巣 麻里香（KAKECOMI 代表・ソーシャルワーカー）

星山 麻木（ 明星大学教育学部教授・（一社）こどもかぞく

早期発達支援学会会長）

渡辺 篤（現代美術家）

和田 幸典（ 厚生労働省政策統括官（総合政策担当）付政策

統括室政策企画官）

特別講演 基調講演

乙武 洋匡（作家）

村井  純（慶應義塾大学教授）

◀ サミットの録画動画をYouTube鎌倉市公式チャン

ネルで配信中（一部視聴できないプログラムあり）

パネルディスカッション

開催  開催  
 しました！ しました！


