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ご挨拶

　1995年に発生した阪神淡路大震災をひとつの大き

な契機として、市民活動、ボランティア、NPO（民間非

営利組織）の働きに社会の注目が集まり、1998年特定

非営利活動促進法（NPO法）が成立しました。滋賀県

内においても、地域の個性や魅力を高め、暮らしをより

よくするため、市民が主体となった環境、福祉、文化な

ど様々な分野での地域づくりやまちづくり活動が活発

に行われるようになりました。こうした活動は、柔軟

できめ細やかな社会サービスを提供し、地域社会に大

きな活力をもたらすものとして、NPO法施行後一層

の広がりを見せ、多くの民間非営利組織が活躍するよ

うになりました。

　そのような社会状況の中、淡海ネットワークセン

ター（淡海文化振興財団）は1997年4月、滋賀県にお

ける市民活動の促進を目的に設立されました。その後、

2011年の公益財団法人への移行を経て今日に至って

おり、本年設立20周年を迎えました。その間、市民活

動の促進に資する各種サービスを提供してまいりまし

た。これもひとえに皆様のご理解とご協力のお陰と心

より感謝申し上げます。また、発足時から事業に携わっ

ていただいた歴代の運営委員、役員、職員はじめ、関係

の皆様のご尽力に厚く御礼申し上げます。これからも

設立の目的に沿って、よりよい社会の実現を目指して、

市民活動の促進に力を尽くしてまいりますので、更な

るお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

公益財団法人
淡海文化振興財団理事長

山田　督
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淡海ネットワークセンター
設立20周年によせて

　設立20周年おめでとうございます。これまでに

淡海ネットワークセンターが滋賀県において果た

してきた役割は何であったかを考えてみると、そ

れは試行錯誤を重ねながらも、本県における中間

支援組織のあるべき姿を掲げ、進むべき道を切り

拓いてきた開拓者（パイオニア）としての役割だっ

たと思います。と同時に、切り拓き辿ってきたわ

だちからは、いまの滋賀を支えている数多くの人

材や団体が育っていきました。

　この20年で、市民活動やNPOをめぐる社会情勢

は大きく変化しましたが、そのことに対応すべく

センターが現在、頭を抱えている問題や課題の多

くは、パイオニアゆえの苦悩だと言えるでしょう。

悪戦苦闘しながらでも、センターにはこれからも、

先頭を切って進んでいってもらわなければなりま

せん。だからこそ、失敗をどうぞ恐れないでくだ

さい。パイオニアの特権――それは失敗しても許

されることですから。

　淡海ネットワークセンターの設立を記念する

フォーラムが開かれたのは、1997年９月のことで

した。私はセンターの運営委員会委員長として、

設立の経緯と活動の経過を報告いたしました。そ

して、報告の最後を、「市民活動に困ったらまず淡

海ネットワークセンターへという社会的評価を得

ることに力点を置きながら、今後の活動をすすめ

てゆきたい」と結びました。

   淡海ネットワークセンターは、この20年で、市民

活動への様々な相談に応じながら、市民活動に関

する最新の情報を伝え、淡海の市民活動の基盤を

支える事業を行ってきました。おうみ未来塾とい

う人材育成事業と、未来ファンドおうみという活

動資金助成事業は、センターが継続的に取り組ん

できた２つの柱となる事業です。

　センターが、これまでの活動をふまえながら、淡

海の市民活動をさらに発展させる事業に取り組ま

れることを期待します。

未来ファンドおうみ運営委員長・滋賀県立大学教授

井手　慎司
おうみ未来塾長・滋賀大学教授

北村　裕明

パイオニアゆえの苦悩と特権 市民活動で困ったらセンターへ

20th
Anniversary
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二
十
周
年
記
念
特
集

20th
Anniversary

Ｎ
Ｐ
Ｏ
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
、

地
域
の
こ
れ
か
ら
の
姿

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

し
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー　

専
務
理
事

仲
野
　
優
子
さ
ん

　
「
地
域
づ
く
り
協
議
会
」「
地
域
自
治
振

興
会
」な
ど
の
言
葉
が
聞
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
一
般
的

に「
地
域
自
治
組
織
」と
言
わ
れ
る
も
の

で
、制
度
と
し
て
あ
る
の
は
県
内
七
つ
の

市
で
、そ
の
名
称
は
様
々
で
す
。
地
域
と

行
政
が
協
働
で
地
域
課
題
解
決
を
図
る
た

め
に
概
ね
小
学
校
区
域
で
作
ら
れ
た
組
織

で
、市
の
制
度
と
し
て
存
在
す
る
場
合
に

は
、何
ら
か
の
位
置
づ
け
が
必
要
で
す
。

　

例
え
ば
草
津
市
で
は「
協
働
の
ま
ち
づ

く
り
条
例
」の
中
で「
地
域
住
民
で
構
成
さ

れ
、か
つ
区
域
内
で
活
動
す
る
個
人
お
よ

び
団
体
に
も
参
加
の
機
会
を
保
障
し
て
い

る
こ
と
」な
ど
八
つ
の
要
件
を
定
め
て
い

て
、各
区
域
に
つ
き
一
団
体
に
限
り「
認

定
」す
る
と
し
て
い
ま
す
。
交
付
金
、拠
点

運
営
、支
援
等
と
し
て
税
金
が
使
わ
れ
て

い
く
の
で
す
か
ら
、地
域
に
開
か
れ
透
明

性
が
確
保
さ
れ
る
運
営
を
行
う
こ
と
が
必

須
な
の
で
す
。

　
「
地
域
自
治
組
織
」は
比
較
的
新
し
い
組

　

淡
海
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
は
今
年
、
設
立

二
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
財
団
の
運
営

や
活
動
に
対
し
て
多
大
な
ご
協
力
、
ご
支
援
を
い
た

だ
き
ま
し
た
企
業
や
団
体
・
個
人
の
方
を
は
じ
め
、

県
や
市
町
の
関
係
機
関
の
皆
さ
ま
方
に
深
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

情
報
交
流
誌
「
お
う
み
ネ
ッ
ト
」
で
は
、
市
民
活

動
の
こ
れ
ま
で
を
振
り
返
り
、
出
て
き
た
課
題
を
探

り
、
こ
れ
か
ら
の
市
民
活
動
の
参
考
に
な
る
情
報
を
、

二
十
周
年
記
念
特
集
と
し
て
今
号
か
ら
四
回
シ
リ
ー

ズ
で
「
こ
れ
か
ら
の
市
民
活
動
を
考
え
る
」
と
題
し

て
お
届
け
し
ま
す
。
よ
り
良
い
地
域
社
会
を
構
成
す

る
様
々
な
主
体
が
取
り
組
む
べ
き
今
後
の
課
題
や
展

望
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

魅
力
の
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
応
援
す
る
た
め
に
淡
海

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
は
新
た
な
出
発
と
な
り
ま

す
。
今
号
は
第
一
弾
と
し
て
、
認
定
特
定
非
営
利
活

動
法
人
し
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
専
務
理
事
の
仲
野
優

子
さ
ん
に
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
県
内
事

例
と
し
て
米
原
市
の
大
野
木
区
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
ま
す
。

Vol.1

こ
れ
か
ら
の
市
民
活
動
を
考
え
る
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20周年記念特集●これからの市民活動を考える

チ
も
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

先
日
、災
害
時
の
避
難
所
で
の
要
配
慮

者
支
援
に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会
が
あ
り

ま
し
た
。
様
々
な
困
難
を
抱
え
て
い
る

方
々
の
状
況
を
想
像
し
て
み
る
と
、言
葉

が
通
じ
な
い
、パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
な
ど
、

本
当
に
多
様
な
団
体
か
ら
の
支
援
が
必
要

で
す
し
、平
常
時
か
ら
地
域
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が

つ
な
が
る
こ
と
の
重
要
さ
は
い
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
現
場
で
は
、「
協
議
会
の
部
会

を
再
編
し
、手
あ
げ
方
式
で
誰
で
も
が
入

れ
る
よ
う
に
し
た
ら
、若
い
人
が
増
え
議

論
が
活
発
化
し
た
」「
運
動
会
を
環
境
運
動

会
や
防
災
運
動
会
に
変
え
て
、エ
コ
推
進

や
親
子
で
防
災
と
い
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

追
加
し
た
ら
、環
境
団
体
や
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
が
大
活
躍
し
た
」と
い
う
頼

も
し
い
声
だ
っ
て
あ
る
の
で
す
。

　
「
地
域
自
治
組
織
」は
、住
民
自
ら
が
工

夫
を
し
て
事
業
を
行
う
の
で
、地
域
へ
の

関
心
や
愛
着
が
育
ま
れ
、住
民
ど
う
し
の

連
帯
感
が
深
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
地
域
力

が
高
ま
る
こ
と
で
、住
ん
で
よ
か
っ
た
と

と
い
っ
た
各
種
団
体
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

地
域
で
展
開
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
事
業
所
も
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
団
体
が
一
緒
に
地

域
課
題
解
決
に
あ
た
る
し
く
み
、そ
う
聞

く
と
、「
自
分
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
地
域
で
続
け
て

い
る
の
に
声
が
か
か
っ
て
こ
な
い
」と
思

わ
れ
る
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
確
か
に
、

地
域
自
治
組
織
は
ま
だ
十
分
な
地
域
の
資

源
を
知
ら
な
い
の
が
現
実
で
す
。
高
度
で

専
門
的
な
分
野
で
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
連
携
協

力
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
は

ま
だ
ま
だ
で
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

織
で
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
支
援
課
が
急
に「
地

域
自
治
組
織
」の
方
に
力
を
入
れ
て
き
た

と
感
じ
て
お
ら
れ
る
方
も
い
る
で
し
ょ

う
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
支
援
が
活
発
化
し
た
の
は

一
九
九
八
年
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
制
定
以
降
で

す
。「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
っ
て
何
？
」「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の

協
働
っ
て
？
」を
テ
ー
マ
に
い
く
つ
か
の

市
町
に
出
か
け
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
今

は
、「
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
と
自
治
連
合
会

は
ど
う
違
う
の
？
」な
ど
お
話
し
す
る
機

会
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

地
域
に
は
老
人
ク
ラ
ブ
や
体
育
振
興
会

思
え
る
元
気
な
地
域
づ
く
り
に
つ
な
が
っ

て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
役
員
に
集
中
し

て
い
た
自
治
の
仕
事
を
、部
会
と
い
う
形

で
様
々
な
団
体
や
個
人
で
連
携
・
分
担
す

る
と
、一
人
ひ
と
り
の
負
担
が
軽
く
な
る

こ
と
も
期
待
で
き
ま
す
。
ま
た
、収
益
を

含
む
数
多
く
の
事
業
に
向
け
た
戦
略
的
な

地
域
運
営
に
よ
り
、や
り
が
い
や
可
能
性

は
さ
ら
に
高
ま
り
ま
す
。　

　

住
民
に
開
か
れ
た
、自
主
自
立
の
組
織

の
立
ち
上
げ
は
、県
内
で
さ
ら
に
広
が
っ

て
き
て
い
ま
す
。

▶認定特定非営利活動法人
　しがNPOセンター　専務理事
▶特定非営利活動法人　NPO政策研究所　理事
▶草津市協働コーディネーター
▶滋賀大学社会連携研究センター客員研究員
『次世代に伝えたい　滋賀の市民活動史』として
小冊子を発行中。

仲野　優子
●プロフィール●
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二
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周
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記
念
特
集
●
こ
れ
か
ら
の
市
民
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動
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る

20th
Anniversary

▲会議風景

DATA

大野木長寿村まちづくり会社
〒521-0244
滋賀県米原市大野木1461

社　長� 西秋�清志
副社長� 清水�清市

有
償
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、多
彩
な
事
業
を
展
開

魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
移
住
に
つ
な
げ
る

大
野
木
長
寿
村
ま
ち
づ
く
り
会
社

事例紹介

　

米
原
市
大
野
木
に
あ
る
、
高
齢
者
が
抱
え
て
い
る
「
困
り
ご
と
解
消
事
業
」
を

行
っ
て
い
る
大
野
木
長
寿
村
ま
ち
づ
く
り
会
社
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
大
野
木
区
は
約
四
百
人
ほ
ど
の
町
。
そ

の
中
で
大
野
木
長
寿
村
ま
ち
づ
く
り
会
社

は
特
徴
的
で
多
彩
な
事
業
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。
高
齢
者
が
抱
え
て
い
る
困
り
ご

と
の
解
消
シ
ス
テ
ム
・
高
齢
者
支
援
訪
問

事
業
・
高
齢
者
ビ
ジ
ネ
ス
・
新
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
構
想
な
ど
を
通
し
て
、濃
密
な
見

守
り
体
制
が
で
き
て
い
ま
す
。
無
償
で
は

気
兼
ね
が
あ
っ
て
長
続
き
し
な
い
可
能
性

が
あ
る
た
め
、有
償
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
、双
方
が
対
等
の
立
場
で
継
続
で
き
る

シ
ス
テ
ム
に
し
て
い
ま
す
。
毎
週
土
曜
日

に
は「
た
ま
り
場“
よ
り
ど
こ
ろ
”」で
、お

昼
ご
飯
を
食
べ
な
が
ら
交
流
し
た
り
、最

近
で
は
子
ど
も
食
堂
事
業
も
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、毎
年
横
須
賀
市
の
中
学
生
を

田
舎
民
泊
体
験
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
と
し
て
受

け
入
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
大
野
木
区
に
空
き
家
を
活
用
し

て
、名
古
屋
市
か
ら
移
住
し
て
こ
ら
れ
た

梶
谷
ご
夫
妻
に
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。「
米
原
市
が
移
住
促
進
を
推

進
し
て
い
る
こ
と
や
、冒
険
遊
び
場
を
応

援
し
て
い
る
市
で
あ
っ
た
こ
と
、名
古
屋

へ
の
通
勤
一
時
間
圏
内
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
大
野
木
区
を
訪
ね
ま
し
た
。
二
〇
一
六

年
十
二
月
に
初
め
て
大
野
木
を
訪
れ
て
、

す
ぐ
に
気
に
入
り
ま
し
た
。
一
週
間
後
に

も
う
一
度
訪
れ
た
際
、副
社
長
で
あ
る
清

水
さ
ん
と
再
会
し
、『
そ
ん
な
に
こ
こ
が
気

に
入
っ
た
の
な
ら
』と
す
ぐ
に
空
き
家
を

探
し
て
く
だ
さ
り
、年
末
に
は
空
き
家
を

借
り
る
目
途
が
つ
き
ま
し
た
。」

　
翌
年
三
月
末
に
大
野
木
に
引
っ
越
し
を

済
ま
せ
た
梶
谷
ご
家
族
。「
毎
日
た
の
し

い
。
大
野
木
を
選
ん
だ
の
は
消
去
法
で

は
な
く
、こ
こ
し
か
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

大
野
木
長
寿
村
ま
ち
づ
く
り
会
社
の
活
動

が
、私
た
ち
の
子
育
て
の
考
え
方
と
合
致

し
ま
し
た
。
助
け
あ
う
こ
と
が
で
き
る
土

地
柄
で
あ
る
、こ
れ
こ
そ
が
大
野
木
に
移

住
を
決
め
た
決
定
的
な
要
因
で
す
。
毎
週

土
曜
日
の「
た
ま
り
場“
よ
り
ど
こ
ろ
”」に

行
け
ば
、
地
元
の
方
と
仲
良
く
な
れ
る
。

引
っ
越
す
前
か
ら
不
安
を
解
消
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
こ
し
か
な
い
。
日
本
一
魅

力
的
な
と
こ
ろ
。
本
当
に
よ
い
ご
縁
が

あ
っ
た
」と
笑
顔
で
お
話
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

　
大
野
木
長
寿
村
ま
ち
づ
く
り
会
社
で
は

こ
の
移
住
を
き
っ
か
け
に
、将
来
の
空
き

家
対
策
の
検
討
を
始
め
ま
し
た
。
空
き
家

を
活
用
す
る
の
に
は
様
々
な
問
題
が
あ

り
、そ
の
問
題
を
ど
う
ク
リ
ア
し
て
、ど
の

よ
う
に
移
住
定
住
に
つ
な
げ
て
い
く
か
、

空
き
家
に
つ
い
て
は
家
主
さ
ん
と
今
の
段

階
で
打
ち
合
わ
せ
し
て
お
く
な
ど
、今
後

の
課
題
も
多
く
あ
り
ま
す
。
空
き
地
を
利

用
し
て
子
ど
も
の
遊
び
場
や
借
り
貸
し
農

園
な
ど
も
始
め
て
い
ま
す
。
空
き
家
を
活

用
し
て
子
ど
も
館
を
整
備
し
た
い
と
さ
ら

な
る
展
望
は
広
が
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
市
民
主
体
の
地
域
づ
く
り

の
取
り
組
み
は
大
い
に
参
考
に
な
る
も
の

で
、今
後
も
注
目
し
て
い
き
た
い
先
進
事

例
で
す
。

▲梶谷さんご家族と仲良くなった子どもたち
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里山活動を通じてモデル山を実現させたい
　

自
分
た
ち
が
山
林
で
体
験

で
き
た
こ
と
を
今
の
子
ど
も

た
ち
に
体
験
し
て
も
ら
お
う

と
、
二
〇
一
二
年
二
月
に
南

滋
賀
の
里
山
を
守
る
会
を
立

ち
上
げ
、
子
ど
も
た
ち
の
笑

顔
あ
ふ
れ
る
モ
デ
ル
山
づ
く

り
を
さ
れ
て
い
る
、
代
表
の

大
伴
太
市
郎
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　

山
林
所
有
者
に
よ
っ
て
毎
年
一
回
、
林
道
の
整
備
を

行
い
ま
す
。
整
備
を
せ
ず
に
放
っ
て
お
く
と
山
は
ど
ん

ど
ん
荒
れ
ま
す
。
こ
の
会
を
立
ち
上
げ
た
の
は
、
山
林

を
守
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
た
の
が
き
っ

か
け
で
す
。

　

全
国
各
地
で
里
山
保
全
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
の
を

よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
グ
ル
ー

プ
は
、
現
役
を
定
年
退
職
し
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
医
師
、

教
師
、
大
工
さ
ん
な
ど
様
々
な
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い

た
方
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
子
や
孫
た
ち
に
思

い
っ
き
り
遊
ば
せ
て
あ

げ
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
、
自
分
た
ち
の
技
量
を

発
揮
し
て
里
山
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
里

山
活
動
は
定
年
退
職
後

の
生
き
が
い
に
も
つ
な
が
る
と
い
え
ま
す
。

　
「
里
山
の
復
活
、
里
山
の
保
全
活
動
を
私
た
ち
地
元

か
ら
広
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自
分
た
ち
が
小
さ

い
頃
、
カ
ブ
ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
を
見
つ
け
て
遊
ん
だ

楽
し
か
っ
た
こ
と
を
、
今
の
子
ど
も
た
ち
に
も
体
験
さ

せ
て
あ
げ
る
こ
と
で
恩
返
し
が
し
た
い
の
で
す
。」
大
伴

さ
ん
は
笑
顔
で
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た

ち
の
笑
顔
で
あ
ふ
れ
る
モ
デ
ル
山
の
実
現
を
応
援
し
ま

す
。

（
淡
海
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー　

佐
藤　

弥
絵
美
）

▲�イベントで販売している丸太イスと
ロ�ケットストーブ

▲活動している里山

市民 ● 環境保全

代表●大伴�太市郎
設立●2012年2月
会員●9名
連絡先●滋賀県大津市南志賀2丁目16-22
　TEL：077-524-3530
　URL：http://sigasatoyama.web.fc2.com/menu.html

南滋賀の里山を守る会
2017年度　びわ湖の日基金助成団体

おうみ未来塾リレーエッセイ

地域活動の基礎理論と
実践活動を学ぶ

おうみ未来塾11期生
里山腹八分目
小野　元嗣（おの　もとつぐ）

　入塾前、サラリーマンをしながらNPO法
人自然の恵み代表として滋賀県内の環境保
全活動団体として、滋賀県立大学と放置竹林
活用と里山再生共同研究事業を実施してお
りました。対象地域での活動には、地域の皆
さんから信頼されて一緒に活動しなければ
なりません！そして、地域のコーディネート
の提案が必要です。
　そこで、未来塾で学びNPO活動に役立て
ようと入塾させて頂きました。
　行政職員や民間会社員、自営業者など様々
な職種の塾生がいて多様な考え方があるこ
とを学ばせて頂きました。
　その学びが、今の地域活動や仕事（議員活
動）に役立っております。地域の意見を抽出
したり、地域から要望したりと子育て支援、
福祉サービス、まちづくり、防災・防犯活動
など暮らしや危機管理に住民の意見を取り
入れていく手法などを体験させていただき
日々の地域ボランティア活動や市議会議員
の活動に活かさせて頂いております。
　特に、新しく転入されて来た住民と、何世
代も前からお住いの住民の交流事業や住民
の福祉サービスについては、未来塾で培って
きたワークショップ方法や滋賀県立大学の
鵜飼先生からご指導を頂きました「地域診断
法」など今も活用させて頂き地域特性にあっ
たまちづくりを提案しています！
　現在は、地域から選出された草津市議会議
員として、産官学のまちづくりなどへ未来塾
で経験させて頂き学ばせて頂いた知恵知識
をフルに活用させて頂いております。
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このコーナーに関するお問い合せは淡海ネットワークセンターまで

この印刷物は大豆油インキを包含した植物油インキを使用しています。

淡海ネットワークセンターは、県内の市民活動、NPOをサポート・ネットワー
クしています。

■〒520-0801　大津市におの浜1-1-20　ピアザ淡海2階
■TEL 077-524-8440　■FAX 077-524-8442
■http://www.ohmi-net.com
■E-mail:office@ohmi-net.com
■開館時間／ 9：00 〜 17：00
■開館日／市民活動ふらっとルーム：火〜土曜日（火〜金曜日の祝日は休館）

事務所：火〜日曜日

●2017　夏号●

102

◇日時：7月23日（日）13：30～ 16：30
◇場所：�草津市立まちづくりセンタ－
　　　　309会議室
◇講師：�永井　美佳氏
　　　　�（社会福祉法人大阪ボラン

ティア協会�　事務局長）

�NPOマネージメント講座
　「事務局と理事会は二人三脚
　“ミッション実現に向けて
　ありたい姿を描こう”」

淡海ネットワークセンター
設立20周年記念事業

◇日時：9月23日（土・祝）13：30～
◇場所：滋賀県立県民交流センター
　　　　207会議室
◇記念講演：浦坂　純子氏（同志社大学教授）

おうみ未来塾14期生卒塾式・
オール未来塾交流会

◇日時：12月9日（土）13：30～
◇場所：滋賀県立県民交流センター
　　　　207会議室および
　　　　ピアザ淡海クリスタル

課題解決型協働推進講座

◇日時：8月6日（日）13：30～
◇場所：滋賀県立県民交流センター
　　　　204会議室
◇講師：河合　将生氏
　　　　�（一般財団法人　社会的認証

開発推進機構専務理事/事務
局長）

伝わる情報誌のつくり方講座

◇日時：8月19日（土）13：30～ 16：30
◇場所：滋賀県立県民交流センター
　　　　203会議室　
◇講師：祖父江　立美氏（うーぴ企画代表）

2017年度おうみネットワークセンター主催
講座・セミナーのご紹介

講　座

市民活動・人・企業との出会い広がる情報交流誌
「おうみネット」　掲載広告募集中！

★発行部数10，000部　
★県内外の配布先約2,000カ所
★１枠（横9.3cm×縦3.5cm）15，000円

詳細は、当センターまでお問い合わせください！

　これからの地域自治は自ら主体性を
もつことがとても重要であると感じま
した。自主自立の組織の立ち上げが広
がりをみせ、地域が活気を持ち元気に
なります。魅力のある市民活動団体が
増え、多くの参加を呼び込み、協働し、
発信することができると思います。自
分たちの地域に関心を持ち、魅力を再
発見することこそが、よりよい滋賀社
会の創造につながるのではないでしょ
うか。

（淡海ネットワークセンター　佐藤　弥絵美）

詳細は随時センターブログ
にて公開します。

日本政策金融公庫国民生活事業は
　みなさまの身近な政策金融機関です。

大津支店  国民生活事業 ＴＥＬ０７７－５２４－１６５６ 
彦根支店 国民生活事業 ＴＥＬ０７４９－２４－０２０１ 

 

 

 

 

新規開業ローン

国の事業ローン

国の教育ローン
お気軽にご相談ください。

日 本 公 庫

●情報交流誌「おうみネット」は登録
いただいている県内外の団体・個人
のほか、次のところに配布していま
す。（50音順）

関西アーバン銀行、京都信用金庫、県内公

民館、県内公立施設、県内市民活動支援セ

ンター、県内社会福祉協議会、県内市役所・

役場、県内図書館、県内中学校・高校・大学、

滋賀銀行、滋賀県信用組合、滋賀県庁、生活

協同組合コープしが、他


