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何でさっきの試合
乱暴なプレーしたの？

勝てれば
いいじゃん

その通りじゃ！男も女も
関係ないでしょ

チラッ

ちょっと上手いからって
女子が出しゃばるな！

ちゃんと
フェアプレーしよう！

う 　ま
おとこ

かん けい

おんな

じょ　し で

何で俺たちまで… ほら！
ちゃんと聞こう

はい！

ミスした奴は
黙ってろよ！

何するの！

うわっ！

そこの二人は
納得していないようじゃな

さぁ
はじめるぞ！

みんなが楽しく
スポーツをするために
大切なことは何か

一緒に考えてみよう！

では！

ここは
サッカークラブ
ここは
サッカークラブ

ある日の
休憩室での
出来事です…

ある日の
休憩室での
出来事です…
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スポーツは誰もが
楽しめるものじゃ！

上手い下手や
性別は関係ないぞ

ボン！ボン！

オッホン
！

え～

キラッ！

え～っ！

うん！
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スポーツで大切なことって
何だろう？

スポーツで大切なことって
何だろう？

スポーツで大切なことって何だろう？
【知っていますか？】　競い合うより楽しむスポーツ
パラリンピックのはじまり
太陽の家
【ご存知ですか？】　筑豊地区の取り組み・研修報告
国際スポーツ大会で大切なことって何だろう？
オリンピックから広がる多様性への配慮
スポーツにある問題のことを知っていますか？
すべての人がスポーツを楽しめる社会の実現へ

・・・・・・・・・・・
・・・・
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とっても古い置き時計
何でも知っていて

子ども達に色々教えてくれる
Mr.クロック

もくじ
２
３
５
７
９
11
13
15
17

それは、ルールの範囲内で
お互いを尊重し合い

自分の力を最大限発揮することです。
また、みんなが楽しめる環境も大切です。

近年、競い合うよりも楽しさを重視したスポーツが

注目されていることを知っていますか？

※キャラクターのセリフ以外は、見やすく読みまちがえにくい
　ユニバーサルデザインフォントを採用しています。
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テニスのバウンドを１回ではなく

２回に変えたことで

車いすでもテニスができるんじゃ

更にバウンドテニスは

技術的にやさしいので

誰でも気軽に楽しめるぞ

だから

誰でもできるように
ルールを変えれば

いいんだね

そうか！

運動量が適度

ルールがやさしい

年齢や性別による
ハンディが少ない

ルールや規則を変えていくことで、すべての人が楽しめるスポーツに

なります。トップアスリートがおこなっている競技だけがスポーツで

はありません。スポーツとは、もっと身近にあるものです。

以前からあったスポーツのルールを改良したものや、新しく考えられ

たスポーツを総称したものを「ニュースポーツ」といいます。

競い合うより
楽しむスポーツ
競い合うより
楽しむスポーツ

みんなで楽しめる！

みんなで
楽しむぞ

・年齢や体力に関係ない
・子どもから高齢者もできる
・障がいの有無にかかわらない
・運動が苦手でも大丈夫

知っていますか？
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じゃあ次は
パラリンピック

について話そうかのぅ

パラリンピックも
ルールを変えることで

誕生したんじゃ

赤・青（各６球ずつ）のボールを投げたり、転
がしたり、他のボールに当てたりして、ジャッ
クボールと呼ばれる白いボールに、いかに近づ
けるかを競います。障がいの有無や年齢・体力
など関係なく楽しめます。

ボッチャ

直径122cmのアドバルーンのようなボールを
床に落とさないようにチームで協力し合う競技
です。子どもから大人まで幅広く楽しめます。

キンボール

カーリングからヒントを得て誕生した屋内競技
です。底に３つの車輪がついたローラーを、ポイ
ントゾーンに向け相手チームと交互に転がし、
得点を競います。

カローリング

ニュースポーツの一例ニュースポーツの一例
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パラリンピックのはじまりパラリンピックのはじまりパラリンピックのはじまりパラリンピックのはじまり
イギリスのロンドン郊外にあったストーク・マン

デビル病院の医師をしていた、ルートヴィヒ・グッ

トマン博士は、第二次世界大戦で脊椎を負傷した

兵士のリハビリと社会復帰のため、スポーツを治

療に取り入れました。

この大会がパラリンピックへ
成長するんじゃ

パラリンピックの起源は

病院内のアーチェリー大会

1948（昭和23）年、グットマン博士はロンドン

オリンピックの開会式にあわせ、車いす患者

16名によるアーチェリー大会を病院内で開

催しました。

パラリンピックという名前の意味は？

当初、大会に参加する選手が下半身麻痺のある人だったことから「paraplegia（パラプ

レジア：対まひ者）」と「Olympic（オリンピック）」を合わせて「パラリンピック」と名

付けました。その後、下半身麻痺の選手だけでなく、障がい者の国際スポーツ大会に

相応しい、オリンピック同様の大会という意味で「parallel（パラレル：類似した、平

行した）」へ変更されました。

Olympic
（オリンピック）

parallel 
（パラレル：類似した、平行した）

paralympic
（パラリンピック）
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次は中村医師が創立した
「太陽の家」について

話そうかのぅ

へぇ～

1964（昭和 39）年の
東京オリンピックの後に

開催された東京パラリンピックが
はじめての国際大会だったんじゃよ

大分県で医師をしていた中村裕氏は、1960

（昭和35）年に留学先でグットマン博士と出

会いました。博士の患者の多くが半年ほどで

社会復帰を果たし、自分たちの生活へと戻っ

ていく姿に衝撃を受けました。

グットマン博士から学んだ信念
「失われたものを数えるな、 残されたものを最大限に生かせ」

日本パラリンピックの父

中村 裕医師のお話
日本パラリンピックの父

中村 裕医師のお話

当時の日本の障がい者の治療は、安静が中心だったため「障がい者にスポー

ツをさせる」という考えは受け入れられず「障がい者を人前に出すなんて」

「スポーツで悪化したらどうするんだ」など、大きな批判を受けました。

しかし、中村医師は諦めず、障がい者のスポーツ参加に尽力しました。

グットマン博士と中村医師

この時はまだ「リハビリ」という

言葉もなかった時代なんじゃ

日本でパラリンピック開催を提唱した
ひとりの医師
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この「機会」には、「働く機会、自立す

る機会、スポーツをする機会」など、

さまざまな願いが込められています。

この中村医師の言葉に賛同した多くの企業家によって、

太陽の家との共同出資会社が作られました。現在８社

ある共同出資会社では、多くの障がいのある方を雇用

しています。

また、就労訓練のためのさまざまな仕事を提供する

協力企業もあり、多くの方が仕事をするための準備

をしています。

No Charity, but a Chance!

～保護より機会を～

No Charity, but a Chance!

～保護より機会を～

No Charity, but a Chance!

～保護より機会を～

No Charity, but a Chance!

～保護より機会を～

「世に身心障害者はあっても
　　仕事に障害はありえない」
「世に身心障害者はあっても
　　仕事に障害はありえない」

日本以外の国にもこの理念を
広めたいとの思いから

英語で書かれているんじゃよ

太陽の家太陽の家
たいたい ようよう いえいえ

片方の手で作業ができるよう
工夫された作業台

職能開発の紹介コーナー

太陽の家の理念

中村医師の言葉

大分県別府市に「社会福祉法人　太陽の家」はあります。

太陽の家は、1965（昭和40）年10月に中村医師によって創立されました。
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車いすだけの
マラソン国際大会として
世界最高レベルなんじゃ

太陽の家では、地域の方も参加してスポーツ活動をおこなっています。

共同出資会社で働いている人から「別府大分毎日マラソンをいっしょに走りたい」と

いう願いを聞いた中村医師は、その願いをかな

えるために尽力しました。

この活動が国際障害者年の1981（昭和56）年、

「大分国際車いすマラソン」の開催につながり、

現在もこの大会は開催されています。

銀行のカウンター、スーパーの商品棚やレジは低く
通路も車いすが通りやすいよう広くとられている

手の届かない最上段は
ボタンで購入可能

自動扉で取り出しやすい

太陽の家の周辺では

共生のまちづくりがおこなわれています

信号機の押しボタンの位置が低い 道路と歩道の段差がない

大分国際車いすマラソン　メダル

大分国際車いすマラソンは

世界で最も有名な大会です
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研
けん しゅう ほう こく

修 報 告
大分県障がい者体育協会の担当者より、大分県の障がい者スポーツの歩みと「大分国際

車いすマラソン」の概要についての説明を受けました。

その際に、車いすマラソン・パワーリフティ

ング選手の城隆志さんのお話を直接お伺いし、

実際に車いすマラソンで使用されるレース用

車いすの試乗体験もさせていただきました。

１日目：５月27日（月）
「昭和電工ドーム大分」「大分県立武道スポーツセンター」
（大分県大分市横尾1351）

※先導的共生社会ホストタウンとは
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大
会推進本部が、共生社会ホストタウンに登録されている自治体のうち、先導的・先進的なユニバーサルデザインの街づく
りと心のバリアフリーに取り組む自治体を登録するもの。（2019（令和元）年10月23日現在、全国で12件のみ）。

田川市は、東京2020パラリンピック

競技大会に出場する、ドイツ及びベラ

ルーシの車いすフェンシングチームの

事前キャンプ地となる協定を結びました。

2018（平成30）年に「共生社会ホストタウン」に登録され、2019（令和元）年に

全国で12件の「先導的共生社会ホストタウン※」に登録されました。

　　　　　　　　　　　 　　　　パラリンピアンとの交流をきっかけに

ユニバーサルデザインのまちづくり及び、心のバリアフリーの取り組みを

実施することで共生社会の実現をめざしているんじゃ！

筑豊地区の取り組み筑豊地区の取り組み筑豊地区の取り組み筑豊地区の取り組み

城隆志選手 レース用車いすの試乗体験

ご存知ですか？

お互いの違いを認め合う「福祉のまち たがわ」へ

東京2020パラリンピック競技大会への東京2020パラリンピック競技大会への

田川市

「共生社会ホストタウン」とは？
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その後、「大分県立武道スポーツセンター（令和元年５月11日竣工）」を見学しました。

車いす観覧席の設置や、車いすで利用できるシャワー室や多目的トイレ、エレベーター

などの設備が充実しており、障がい者を含むすべての人に配慮して建設されている素

晴らしい施設でした。

田川市の活動計画田川市の活動計画

大分県立武道スポーツセンター 車いす観覧席通路から体育館を一周でき、階段などの手すりには点字の案内があります

地域の子どもたちの

体験イベントも

開催されているんじゃ

毎年、飯塚市で開

催されています。

国内トップ選手は

もちろん、世界中から選手が

集まる国内最大級の国際車い

すテニス大会です。

また、毎回2,000名を超える

ボランティアが運営の支援に

当たっています。この運営方

式は「イイヅカ式」と呼ばれ、

地域を挙げての取り組みは高

く評価されています。

過去には福智町でも開催され

ていました。

研修２日目は、５月28日（火）「社会福祉法人  太陽の家」（大分県別府市大字内竈1393番2）（7、8ページ参照）

JAPAN OPEN CUP

飯塚国際車いすテニス大会

飯塚市

・車いす対応型トレーラーハウスでの合宿所の整備

・市総合体育館のバリアフリー化

・心のバリアフリー研修の定期開催

・小学校などで障がい者スポーツ体験教室を開催

・医療・福祉の専門大学「福岡県立大学」と連携

・バリアフリーマップの作成
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たた がわがわ しし かつかつ どうどう けいけい かくかく

くるま たい おうがた がっしゅくじょ せい び

し そう ごうたい いくかん か

こころ けんしゅう てい き かいさい

しょうがっ こう しょう しゃ たい けんきょうしつ かいさい

い りょう ふく し せんもんだい がく ふくおかけんりつ だい がく れんけい

さく せい

まいとし いいづか し かい

さい

こくない せんしゅ

せ かいじゅう せんしゅ

あつ こくないさいだいきゅう こくさいくるま

たいかい

まいかい めい こ

うんえい し えん

あ うんえいほう

しき しき よ

ち いき あ と く たか

ひょうか

か こ ふく ち まち かいさい

ご おおいたけんりつ ぶ どう れい わ がんねん がつ にちしゅんこう けんがく

くるま かんらんせき せっ ち くるま り よう しつ た もくてき

せつ び じゅうじつ しょう しゃ ふく ひと はいりょ けんせつ す

ば し せつ

ち いき こ

たいけん

かいさい

いいづか し

いいづかこくさいくるま たいかい



なんなん

オリンピック憲章では

こういったことを

取り決めているんじゃ

平和な社会と
人類の調和のために
スポーツを役立てる

スポーツをすることは
人権の一つである

国際スポーツ大会で
大切なことって
国際スポーツ大会で
大切なことって何だろう？何だろう？

近年、世界規模で行われるスポーツ大会（オリンピック・パラリンピック、ワール

ドカップなど）の開催国や招致国は「積極的に人権課題」に取り組んでいます。

自国が国際的な人権基準に達しているのか、十分に適用できているのかは開催

時の運営に大きく関わるためです。

国際スポーツ大会の

開催国・招致国の取り組み
国際スポーツ大会の

開催国・招致国の取り組み
国際スポーツ大会の

開催国・招致国の取り組み
国際スポーツ大会の

開催国・招致国の取り組み

国際オリンピック委員会（IOC）によって

定められた「オリンピック憲章」という

基本的な文書があります。

そのなかの「オリンピズムの根本原則」

では、「オリンピックは人権に配慮され

たスポーツの祭典」であることが明確に

うたわれています。

オリンピックに関するすべてのことが取り決められた

「オリンピック憲章」
オリンピックに関するすべてのことが取り決められた

「オリンピック憲章」
オリンピックに関するすべてのことが取り決められた

「オリンピック憲章」
オリンピックに関するすべてのことが取り決められた

「オリンピック憲章」
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きんねん せ かい き ぼ おこな たいかい

さいかい こく しょう ち こく せっきょくてき じんけん か だい と く

じ こく こく さい てき じん けん き じゅん たっ じゅうぶん てきよう かいさい

じ うんえい おお かか

こく さい たい かい

たい せつ

こくさい たい かい

かい さい こく しょう ち こく と く

かん と き

けん しょう

へい わ しゃ かい

じん るい ちょう わ

やく だ

じん けん ひと

けんしょう

と き

こく さい い いんかい

さだ けんしょう

き ほんてき ぶん しょ

こん ぽん げん そく

じん けん はい りょ

さい てん めい かく

オリンピックだけの
決まりなら意味が
ないんじゃない？

次は東京 2020大会でも
注目されている

多様性についてみてみよう

人権に関する問題意識向上に伴って
国際オリンピック委員会（IOC）は
オリンピック憲章を更新したり
開催国も人権保護の取り組みを

おこなっているんじゃ

近年オリンピック憲章が改定されたのを知っておるかの？

「いかなる種類の
　　　　　  差別も許されない」

人権都市東京都の実現に向けて

東京 2020大会を前に東京都は

新たな条例を

制定したんじゃ！
注目！

と宣言したことは大きなメッセージじゃ！

東京都にも
条例ができたんだ

オリンピズムの根本原則：第６項

このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、

政治的またはその他の意見、 国あるいは社会的な出身、 財産、 出自やその他の身分などの

理由による、 いかなる種類の差別も受けることなく、 確実に享受されなければならない。
参照：オリンピック憲章　Olympic Charter 2018年版・英和対訳（2018年10月9日から有効）

2018（平成30）年10月５日、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重

の理念の実現を目指す条例」が成立しました。ヘイトスピーチの規制と性的

少数者（LGBT）の差別禁止を条例で定めたのは都道府県で初めてです。
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きん ねん けんしょう かい てい し

2014（平成 26）年、性別と性的指向に関する差別を禁止することを明文化
へいせい ねん せい べつ せいてき し こう かん さ べつ きん し めい ぶん か

とうきょう たい かい まえ とうきょう と

あら じょうれい

せい てい

こんぽんげんそく だい こう

けんしょう さだ けん り じ ゆう じんしゅ はだ いろ せいべつ せいてき し こう げん ご しゅうきょう

せい じ てき た い けん くに しゃかいてき しゅっしん ざいさん しゅつじ た み ぶん

り ゆう しゅるい さ べつ う かくじつ きょうじゅ

き い み

とうきょう と

じょうれい

せんげん おお

しゅ るい

さ べつ ゆる

じ ん け ん と し とう きょう と じつ げん む

へい せい ねん がつ か とうきょう と けんしょう じんけんそんちょう

り ねん じつ げん め ざ じょうれい せい りつ き せい せい てき

しょうすう しゃ さ べつきん し じょうれい さだ と どう ふ けん はじ

じんけん かん もんだい い しき こうじょう ともな

こくさい い いんかい

けんしょう こう しん

かいさい こく じんけん ほ ご と く

つぎ とうきょう たい かい

ちゅうもく

た よう せい



よく見る
マークだ！

み 今も身近にあるピクトグラム

多国籍の人が関わるからこそ

言葉のいらない

ピクトグラムが生まれたんじゃ

MAP

え～っと…

Where is this?

ひろひろひろひろ

たたたた ようようようよう せいせいせいせい はいはいはいはい りょりょりょりょ

言葉・文化・宗教等の違いは、1964（昭和39）年の東京大会でも問題になり

ました。

会話でコミュニケーションが取りにくい外国の方に、競技や会場案内など、文

字が読めなくても伝わるよう考案されたのが「ピクトグラム（絵文字）」です。

日本では同大会で使われたことがきっかけとなり、1980（昭和55）年以降、

日常生活のさまざまな場面で使われるようになりました。

このピクトグラムをデザインしたデザイナーたちが、社会に還元するために著

作権を放棄したことで世界中に広がり、オリンピック・パラリンピックにおい

ても開催地域によって形を変え、現在も使われています。

誰が見ても分かるように

国際共通の言語（マーク）

オリンピックから広がる

多様性への配慮
オリンピックから広がる

多様性への配慮
オリンピックから広がる

多様性への配慮
オリンピックから広がる

多様性への配慮
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こと ば ぶん か しゅうきょうなど ちが しょう わ ねん とうきょうたいかい もんだい

かい わ と がい こく かた きょう ぎ かいじょうあんない も

じ よ つた こう あん え も じ

に ほん どうたいかい つか しょう わ ねん い こう

じょうにち せいかつ ば めん つか

た こくせき ひと かか

こと ば

う

しゃ かい かんげん ちょ

さく けん ほう き せ かいじゅう ひろ

かいさい ち いき かたち か げんざい つか

だれ み わ

こく さい きょう つう げん ご

難しいよ～
むずか

簡単に言うと？

多様性って
どういうこと？

多様性とは
さまざまな種類や傾向があること
変化に富むということじゃな

具体的には
さまざまな人種や個性や考え方が
あるということかのぅ

3

1

4

2

ペラペ
ラ
ペラペラ

「色々な人がいて
　　  良いじゃないか」
ということじゃ！

バーン！バーン！

多様性が大切なのは
分かったけど

何か関係あるの？

多様性が大切にされていない

ということは

「人権が守られていない」
ということなんじゃよ

オッホン
！

かん たん い

た よう せい
た

ぐ たい てき

じん しゅ こ せい かんが かた

よう せい

しゅ

へん か と

るい けい こう

東京2020大会がめざすもの!!
次のオリンピック・パラリンピック
つぎ

とう きょう たい かい

全員が
自己ベスト

ぜん み らい

じ けい しょうこ ちょう わ

いん た よう せい

多様性と
調和

未来への
継承

POINT
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た ようせい たいせつ

わ

なに かん けい

た ようせい たいせつ

じん けん まも

いろ いろ ひと

い
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こんな問題があったら
スポーツが楽しめないよ！

ハラスメント行為
こう い

障がい者差別

人種や性別による差別ヘイトスピーチ

みんなは
スポーツにある問題のことを

知っておるかの？

もん

し

だい

これがスポーツを通しておこる

「人権問題」なんじゃよ

ふぅ

しょう

じん しゅ せ い べ つ さ べ つ

しゃ さ べ つ

指導者の立場を利用して、選手に高圧的な態度や
言動をとったり、性的な
嫌がらせをする。

障がいがあることを理由に、
スポーツへの
参加を断る。

試合相手のチームや選手に
対する差別的言動。

肌の色や性別などを理由に
競技やチーム内などで
不当な扱いを受ける。

もんだい

たの

とお

じん けん もん だい

し どうしゃ たち ば り よう せんしゅ こうあつてき たい ど

げんどう せいてき

いや

しょう り ゆう

さん か ことわ

し あいあい て せんしゅ

たい さ べつてきげんどう

はだ いろ せいべつ り ゆう

きょうぎ ない

ふ とう あつか う
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「みんなが楽しむ」ということは

「人権が守られている」
ということなんじゃよ

知らなかった
し

多様性を大切にしないと
みんながスポーツを楽しめないじゃろ

あとはみんなで
よく考えるんじゃぞ

わしからの話は
これで終わりじゃ

はなし ふたり わる

お

かんが

本来スポーツは
みんなが楽しむものなんじゃ

3

1

4

2

だから「スポーツと人権」は
深い繋がりがあるんじゃよ

二人に悪いこと
したなぁ うん

はい
分かったよ

はい！

スポーツは今や欠かすことのできない文化のひとつで、誰もが楽しめるものです。

東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、国内でもスポーツに対する

関心が高まっている今だからこそ、これまで気付きにくかった問題にしっかり

目を向けて、学ぶ時が来たのではないでしょうか。

いま か ぶん か だれ たの

とうきょう かいさい ひか こく ない たい

かんしん たか いま き づ もん だい

め む まな とき き

た ようせい たいせつ ほん らい

たの

たの

じん

じん

ふか つな

けん

けん まも

たの

わ



ひとひとひと

しゃしゃしゃ かいかいかい じつじつじつ げんげんげん

たのたの

スポーツは、世界共通の人類の文化であり、生涯にわたり健康で

文化的な生活を営む上で不可欠なものとなっています。

オリンピック憲章でも「スポーツをすることは人権の一つである」

とうたわれています。

子ども、高齢者、障がい者の誰もがスポーツを楽しむためには、

年齢や障がいの種類や程度に応じての配慮や、仲間や相手を思い

やる心、チームワークの大切さ、フェアプレーの精神と人権を尊重

する気持ちを持つことが必要です。

ルールを守り、お互いを尊重するということは、スポーツだけでなく

「すべての人が幸せに生きる社会を実現する」ということではな

いでしょうか。

すべての人が
スポーツを楽しめる
社会の実現へ

すべての人が
スポーツを楽しめる
社会の実現へ

すべての人が
スポーツを楽しめる
社会の実現へ

たの
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せ かいきょうつう じん るい ぶん か しょうがい けん こう

ぶん か てき せい かつ いとな うえ ふ か けつ

けんしょう じん けん ひと

こ こう れい しゃ しょう しゃ だれ たの

ねん れい しょう しゅ るい てい ど おう はい りょ なか ま あい て おも

こころ たい せつ せい しん じん けん そんちょう

き も も ひつ よう

まも たが そんちょう

ひと しあわ い しゃ かい じつ げん

みんなで楽しく
サッカーしようね！僕もいじわるして

ごめん

End

大丈夫だよ
乱暴なプレーして

ごめんな

らん ぼう

ふむふむ

みんな仲良く
スポーツを楽しむんじゃぞ～

ぼく だい ぶじょう

たの

なか

たの

よ
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田川地区人権センター紹介

　田川地区人権センターは、赤村、糸田町、大任町、川崎町、香春町、添田町、田川市、
福智町の８市町村をもって構成されています。
　主な仕事は、同和問題をはじめとする様々な人権問題を解決するための調査・
研究・啓発の推進及び、関係機関との連絡調整などです。そのために次のような
活動を行っています。

●諸団体・企業などの啓発推進のための研修会・
　フィールドワーク・相談活動

●啓発資料・啓発用ビデオテープ・DVDなどの
　貸出し業務

●その他、人権・同和教育・人権問題に関する
　諸活動

●啓発活動をより拡充・発展させるために、各
　市町村、行政関係者と連携して人権問題に関
　する意識調査や啓発活動のあり方についての
　調査・研究

●関係機関などへの意見具申、資料の提供など、
　差別解消に向けての活動

●啓発活動の指導者育成・研修・交流●各市町村の啓発関係資料の収集・保管活用

●部落史・解放運動史・人権・同和教育運動史
　をはじめとする、様々な人権問題などの研究・
　資料の収集・整理・保管活用

〒822-1101 田川郡福智町赤池970-4　福智町人権のまちづくり館内  田川地区人権センター

啓発学習用の各種ビデオテープ・DVDや資料の貸出しを行っています。

☎0947-28-5230

●啓　発 ●調査・研究

●指導者の育成●資料情報の収集・提供
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