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要 旨

希望するす べ て の 家庭 に パ ソ コ ン を配布す る こ と で 始ま っ た山田村の情報化は
, 周りの 人の援

助を受けなが ら共同で事に当り理解を深め て い か ざるを得な か っ た
｡

と こ ろが
.

それが思 い がけ

ず . 村民の コ ン ピ ュ
ー

タ 利用 の動機付けと村お こ し に 繋が っ た
.

一 方 , 情報化の 目的の 一

つ で あ

っ た高齢者の パ ソ コ ン 利用 は ほ と ん ど進ん で い な い の が 現状で あるが.,
今 , 高齢者 の気持ちを理

解し ながら支援する と い う役割を担う人材と し て
, 村の 女性たちが見直され始めて い る

｡

本稿で は
, 山田村に お い て 1 年前か らわれわれ が主催し て い る ｢ 高齢者やさ し い パ ソ コ ン 教室｣

を例に
. 面接調査とその 教室で の 記録を手がか りと し て

,. 高齢者と支援する こ と に な っ た女性た

ち に つ い て報告す る
｡

そ し て パ ソ コ ン 教室 で繰り広げられ た支援の実態をもと に高齢者支援の あ

り方に つ い て考察を行な っ た
｡

キ ー ワ ー ド

山田村 . 支援 .
イ ン タ ー

ネ ッ ト
.

パ ソ コ ン
,
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1 . は じめ に

先端技術の 一

つ で ある コ ン ピ ュ
ー

タ は高齢

者 に は向か ない と 一 般に思われて い るよう で

ある ｡ これは果た して本当で あろう か
｡
また

,

われわれが 高齢者 に対 して 抱く イ メ
ー

ジ は

｢老 い｣ に象徴されるように マ イ ナ ス に 針が

向い て い る o 肉体的に も
, 精神的にも否定で

きな い 点もあるが
,
何か に よ っ て カ バ ー され

る こ とで機能回復が不可能と いうわけで はな

い はずである o 少し比喰的に云えば
,

ハ ー ド

面で の 老朽化は否め ない こ ともある が
, それ

を ソ フ ト面 で補えればまだまだ十分 に機能的

である こ とも可能で はない だろう か
｡

とくに

高齢者に 対して適切な ｢支援｣ が得られるよ

うな環境が提供 されたな らば
, 事態は も っ と

好転して
,
高齢者がそれま で に培 っ てきた経

験と知恵がうまく発揮されるよう にな ると考

え る余地 は十分に残されて い る はずで ある ｡

加齢を否定的にばか り考える こ とは
一

面的な

思い 込み で ある か もしれな い ｡

また
,
高齢者と同様に女性は ( 複雑な機械

と い うイ メ ー ジ の ある) コ ン ピ ュ
ー タ が苦手

である と いう 一

般的な考えが まこ と しやか に

流布して い るようであ るが
,

これなどもま っ

たく根拠が薄弱で ある典型的な思い込み であ
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る ｡ 山田村の 電脳化をたど っ てみ て も , 女性

男性にか かわらず ,

コ ン ビ
キ

ー

.?
との 出令い

■､･
の 最初の時期に適切な女援た巡

11

り会`
えた山由

村の 人々 はみ な
,
そ の後順調 に コ ン ピ ュ

ー タ

利用を続けて い る ｡ しか も
,
最初は支援

`
され

る側に い た人々 が なれる に したが っ て支援す

る側にまわると い う正 の 循環を形成 し
,
それ

が山田村で の コ ン ピ ュ
ー タ利用の 推進力とな

っ て現在にまで至 っ て い る .

本稿で は
, 山田村にお い て 1 年前か らわれ

われが主催して い る ｢ 高齢者やさし い パ ソ コ

ン教室｣ を例に
, 面接調査とそ の 教室で の 記

録を手 がかりと して
, 詳し い報告を行なう ｡

その 中で
, ( 1 ) 高齢者が パ ソ コ ン と出会

い
,
利用 し始める動機は なにか

｡ ( 2 ) 教室

に通 い 続け る ( ま たは
, 利用が継続される)

ため の 重要な要素はなに か ｡ ( 3 ) それ まで

支援される側に い た女性による支援は
,
高齢

者 にどの ように作用する の か
｡ と い っ た点 に

つ い て
,
高齢者の 立場と支援者の 立場 か ら見

て い く ｡ そ して パ ソ コ ン教室で繰り広げられ

た支援の 実態をできうる か ぎり忠実に再現す

る ｡ それをもとに高齢者支援の あり方に つ い

て若干の 考察を行な っ た｡

以下 , 第2 章で は高歯令者向けの パ ソ コ ン教

室の 開設に至 っ た経緯と教室の 運営方針 に つ

い て述べ る ｡ 第 3 章で は高齢者の学習の 様子

をそ こ で交わされた会話を ベ ー ス に探 っ て み

る ｡ 第4 章で は以上を総括する意味でわれわ

れ の考察を示す｡

2 . 高齢者向けのパ ソ コ ン教室

の開設

富山県にある山田村も過疎と高齢化の 進ん

だ農山村で ある ｡ その 村が1996 年に全村に パ

ソ コ ンを配布しイ ン タ ー ネ ッ トに接続可能に

した
1)

｡ 導入 の基本姿勢は
, ｢来 る べ き高齢化

社会にむ けて
,
村 一 丸となり

,
ひ とりひ と り

が情報化に取 り組む実験的な試み を行な っ て

み る｣ ,
と い うも の で あ っ た ｡ これ は日本国

中の 関心を呼び起 こ レキ
*

1 . その 結果 ,
村外

)

ir, .着か らの 注目の 的It:･な6
L

:

=
:
I

,

L=卑生や 一

般人の ボ

ラ ンテ ィ ア が多数村に 訪 れる よう に な り
,

｢ 村の電脳化｣ の 手助 けを買 っ て出るように

な っ て い っ た ｡ 村民と
一

緒にな っ て祭典を企

画 したり ,
お助け隊と称 して 各家庭に直接パ

ソ コ ン指導に出向い たり した ｡ そ して 山田村

村民の パ ソ コ ン利用 の意識向上と村外者との

継続的な交流と いう 一 定の 成果を上げた
｡

2~-6)

･ 2 年間と い う当初の 激動期 が過 ぎ
, 振返 っ

た とき
,
最初の 目標の

一

つ であ っ た高齢者の

パ ソ コ ン 利用は残念ながら期待した ほどには

成果を上げられずに い た｡ 村に詰め掛けた報

道陣の 取材では必ずと い っ て い い ほ ど高齢者

が嬉々 と して パ ソ コ ン に向かう風景が格好の

被写体 とな っ て い た ｡ しか し
,
現実はほ んの

一 部の 興味本位の取材に話題を提供するとい

う役割しか なか っ たと いうの が本当の と ころ

である ｡ 全戸に配布されたはずの パ ソ コ ン で

はあ るが
. 実際には貸与を希望 しなか っ た家

庭もあ っ た ｡ し か もそ の 多く が高齢者 の家庭

で あ っ た ｡

2 . 1 パ ソ コ ン教室発足の経緯

1998 年夏か らわれわれが始め た ｢ 高齢者や

さ し い パ ソ コ ン教室｣ は
,
実際に高齢者か ら

の 強 い 希望 で も っ て 始め たわ け で は な か っ

た o 実際には山田村の 高齢者は気兼ねが先 に

立ち積極的に なりづ らい とい う雰囲気がず っ

と続い て い た と い う の が事実で あ っ た ｡ また
,

配布された ときか らパ ソ コ ンが箱に は い っ た

ままと い う家庭が ある こ とや家では若い 人だ

けが使 っ て い る と い うケ
ー ス が徐々 に表面化

してきた ｡ そん な中
,
山田村で の 情報化推進

の 責任を担 っ て きた情報 セ ン タ
ー

で は こう し

た問題 に気づ き
,

これま で 高齢者に対 して全

く支援を し て こ な か っ た こ とを反省 して何ら

か の 対策を講 じる こ とに な っ た ｡ われわれは

こ れに協力する ことにな っ た ｡
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われわれ の 面接調査によれば
,
若い夫婦と

同居 して い る高齢者 も ｢使い た い けれど
,

ど

うすれば いし
ー
､ か わか らな い｣ ,

- ｢ 家族 にはどう

も気兼ねする｣ , ｢ 若い 連中に教えて もらうと

早 すぎて わか らず何度も聞く と怒 られ る｣ ,

｢ どうせ
,

おばあち ゃ ん に はわ か らな い と言

われ る｣ などと い う声が多か っ た ｡ その 声に

は ｢教えて もらうの に若い人と 一

緒では迷惑

だろう｣ とか
, ｢ どうせ つ い て い けな い から｣

と遠慮と諦めの 気持ちが込 められて い た ｡ し

か し
, 中には ｢ 私たちの ような年寄りで もで

きる か ねえ｣ と尋ね る人や ｢ チ ャ ン ス が あり

さえすればなんと か 使い た い｣ と比較的積極

的な人たちも い た ｡

そ こ で
,
高齢者

一 人 一 人に対応する こ とは
,

た い へ んな負荷が か か るか もしれな い が
,

こ

の ままで放 っ ておくよりも何か を始め るほう

が よい との 判断を下 し
,
教室を実施する こ と

に した ｡ その際の高齢者を支援する体制とし

て は
,
すぐさま協力的な同 じ山田村の 主婦数

名を こ の活動 の サ ポ ー

ト役に選んだ｡ 結論か

ら言えば
,

こ れが実 にうまく運んで われわれ

が期待する以上に大きな成果を上げる こ と に

な っ た . 以下 はその 記録の
一

端で ある .

' 2

2 . 2 取組みの基本方針とその変化

( 1 ) 当初の 方針

｢ や りた い人 は勝手 に勉強するだろう｣ と

い うや り方は
, 高齢者には あまりにも不親切

で
, ｢結局や れな い｣ 状態 を つ くりだす｡ そ

こ で
, 受講者を

-

カ所に集め
, 講師の 説明ど

おりに
一

斉に実習を進め ると いう方法はと ら

ず ,
あく まで も

一 人 一

人の ペ
ー ス と やり方を

尊重 した ｡ 繰り返し繰り返し何度も同じ事を

おさ ら い し
, 個々人の 家庭環境 や生活習慣に

合わせ た内容で徹底 した個別対応と い う手法

をと る こ とに した ｡ 箇条書きすると
,

1
. 個人カ ル テ を作り , 個々 の 家庭で の 利

用環境 ,
進度

, 希望をきめ細か く対応

29

する.

2
.

- カ所に集合 し
, 時間を決めて実施す

るが
,
内容は個 々人の希望 を優先する

3 . 月 2 向の ペ ー ス で継続 した環境にする

4 . 村の女性
1'
( 主婦) が個別に つ い て支援

する

5
. 毎回サ ボ -

ト内容を記録し
, 個人別 カ

ル テに追加する

6 . 毎回出席しなくて も良い 雰囲気を つ く

･ る

7 ｡ 講師はあくまで
,
大きな講習の ながれ

を指示するだけに徹する

8 ｡ あせ らな い
,

な んど同 じ こ とを聞かれ

て も丁寧に説明する

9 .
マ ウ ス やキ ー ボ ー

ドで の 操作を取りあ

げずに
,
本人に任す

10 . 年齢の 下限は65歳をめ どとする｡

* 3

山田村は同機種の パ ソ コ ン と ア プリ ケ ー シ

ョ ン ソ フ トが 配布されて い る こ と か ら
,
あま

り利用して い ない高齢者の ばあ い
,

ほ ぼ同じ

環境と考えられる ことが
, 教室の 進め方にも

幸い した ｡

( 2 ) 方針変更

高齢者とい う ことを強く意識し
,

一

人
一

人

の ペ ー ス で進むとい う方針で始めた教室 であ

っ た が
, ｢ い つ か は 0 0 をや り た い けれど ,

と にか くなに がで きる か 知り た い｣ ｢初め か

らゆ っ くり教えて ほ し い｣ と い うの が
, 数回

実施 した後の 高齢者の 大方の反応であ っ た ｡

結局 ,
やりた い こ とをする前に クリ ア - し

なければ い けな い基本操作や概念 の ハ ー ドル

は
, 講師が思 っ た以上に多く時間が か か るも

の で もあ っ た ｡ 繰り返 しも何日か 日をお い て

その 都度必要にな っ てく る ｡ そ こ で
,

しばら

くは
, 毎回おおまかな目標を考え

,
それに向

か っ てその 日の作業を進め る こ と に変更しな

けばならなか っ た｡

ま た
, 高齢者 の人数が最初考 えて い た以上
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に多くな っ た ため
, 講師が全体 の 流れを見る

こ とが で きず
,

一 人にか かりきりにな っ て し

まう こ ともたびたび発生 した ｡ そ こ で
, 支援

者も村の 女性に加え
,
高岡短期大学の 学生数

名に依頼する
_
こ とで

,
高齢者1 - 2 名に支援

者 1 名と い う形を整えた ｡

意外に もこ の方法は
,
高齢者同士

,
支援者

同士
, 隣同士

, 教え合い なが ら の 状況に発展

し
,
その 後の 進め方の 基本路緑とな っ て い っ

た ｡ そうする こ とで
, 少しわか っ た人は他の

人の 様子を見に い っ たり
,
お し ゃ べ りし たり ,

何度も繰 り返 し たりの 余裕が で き
,

さら に
,

不慣れな支援者に と っ て も教え ると い う気負

い がなくなり
,
自然な交流が生まれは じめ た ｡

3 . 学習の様子
一

こ の 章で は
,
高齢者 が パ ソ コ ン教室 で 学習

する様子を述 べ る｡ 一観察と会話を通 じて高齢

者が どの ようE羊パ ソ コ ンを学習する か に焦点

を当て る. ｡ こ の際重要と考えた要素は高齢者

がどの よう､ な享援を受け入れ
,
支援者はどう

対応 して い くの か である ｡ これをな にげな い

会話 ,
し ぐさの 中か ら探し出そうと意図して

い る ｡

* 4

3 . 1 高齢者がパ ソ コ ンを始め る動機

高齢者 に パ ソ コ ン教室 に参加 しようと思 っ

た動機を尋ねる と
, ｢ ゆ っ くり教えて もら え

そうだ か ら｣ , ｢以前 ,
お助 け隊

* 5

の学生さ ん

に来て もら っ たけれど
,
なにをや っ てt ) っ た

の か ｡ 早くてね - ｣ , ｢ 私たち でも出来る の な

ら｣ とパ ソ コ ンをなん とか使 っ て みようと思

い 立 っ て参加を決め たひ と も い れば
, ｢ パ ソ

コ ン で や ら なくて は な らな い こ と なん か な

い｣ と い い ながら参加 した人も い る ｡

7 0歳を過ぎたと い う女性は
,

い つ か 始め た

い と思 っ て い たが
, 同 じ地区で は

,
年寄りで

使 っ て い る人は い な い の で ｢ こ の 教室 の話を

聞 い てうれ し か っ た｣ と い い
,
｢ 英語は敵国

語と言われて育 っ た けれど
,

.
頑張 っ て ロ

-

マ

字人力でや っ てみ た い｣ と意欲的で ある ｡ ほ

か に は
, ｢文字を い れたり , 絵を描い てみ た

い｣ ｢ 孫がメ ー ル を送 っ て くれる けれど
,
ど

う しようもな い｣ , ｢束京の 新聞の 取材をうけ

て電子メ
ー ル をもら っ たが

, 手紙で返事をし

た｣
,
｢電子 メ ー

ル の 返事をしたが
,
なにも書

か れて い なか っ たと い われ , 今は怖くて なに

もして い ない｣ , ｢ 孫に教えて もら い なが ら
,

塗り絵をや っ たり ,
ホ ー ム ペ

ー

ジを見るく ら

い は で きる ｡ が
,

一

人 で はどうすれば い い か

わか らな い｣ , ｢ よく マ ウ ス が全く動か なくな

る ｡ そんなと きはどうした ら い い の か因 っ て

しまう｣ などさまぎまである ｡

ある テ レ ビ の番組に出た こ と で
,｢電子 メ ー

ル が い っ ぱい きてび っ くり｡ 病院で知らな い

人か ら声を掛けられて驚い た ｡ たくさん来た

メ
ー

ル は
, 親戚の子 に返事をして もら っ た ｡

そん なもの 自分に関係ない と思 っ て い たけれ

ど - ｣- と参加 し始めた人も居る ｡ また
, こ
｢村

で 開 い て い る 『パソコ ン 何で も相談』
輔

に い

っ たが
,

,
若い人ばか りで 聞き難 い ｡ 何度教え

てもら っ ても家で は で きなか っ た｣ など , 何

ら か の 支援を頼りに したが失敗したり , 興味

はあるが自分では どう しようもな い とあきら

めて い た人ばかりで ある ｡

高齢者向きに開い た パ ソ コ ン教室 は これら

の 人々 に ｢ や っ てみ よう か｣ と い う機会を提

供する こ と にな っ た ｡

3 . 2 支援者の役割

高齢者 には村の 女性や大学生が横に つ い て

一 緒に作業を進め る ｡ 学生 と の お し ゃ べ りに

花が咲い て い る人も い れば
, 真剣にキ ー ボ ー

ドと格闘して い る人 も い る ｡ ｢ あ っ と言う間

に時間が過 ぎる｣ の は
,
高齢者 も支援者も同

じ で ある
｡ 支援の 女性や学生は

,
回を重ねる

に つ れて
, 自然に 同じ人の サポ ー

トに つ くよ

うにな る ｡ な じみ に なる と
,
高齢者 も支援者

も ペ ア が有 る程度決ま っ てくる ｡
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あ るとき
, ｢年賀状をつ くろう｣ と い う目

標を決め た ｡ 目標が は っ きり して い るため か
,

互 い にや りた い こ と
,
い い た い こ とが 明確で

,

高齢者の 質問もは っ きり して い る ｡ それを受

けて
,

どうすればよ い の か支援者自身が考え

始め る｡ さらに年賀状の常套文句か ら発展し

て 日常手紙の 言葉や山田村特有 の 方言 など
,

高齢者か ら若者 へ の知識の 逆流が行われは じ

め た ｡ 教える側も不安な点は
,
講師 へ 質問し

たり
,
支援者同士で教 え合 っ たりする ｡ そ の

ゆ っ くり した ペ
ー

ス が高齢者の ペ
ー ス とうま

く作用 して い る
｡

ある時 ,

一

人 の高齢者が サ ポ ー

ト してくれ

た学生 の ため に
,

一

緒に写 した写真を取り込

んだク リ不マ ス カ ー ドを作 っ て きた ｡ 試行錯

誤 の末の作品 である
｡ 感激 した学生は今度は

手作り の カ ー ドに メ ッ セ
ー

ジをと ころ狭しと

書 い て 返 し た c セ ン タ
ー

の 人は ｢ なん だか
,

お じ い さん たち
, 来たと きよりも帰りの ほう

が元気で すね ｡ 若 い人と
一

緒に な っ て
, 精気

を養 っ て お帰りに なりますね｣ ,
と い っ て 労

をね ぎら っ て い た ｡

図 1 や さし い パ ソ コ ン教室 の 様子

( 高齢者と村 の 女性)

3 . 3 支援者のサ ポ ー ト記韓

支援者 が毎回記入する サ ポ ー

ト記録 に は
,

当初キ ー ボ ー

ドや マ ウ ス の操作の 難 しさ
,

な

か な か覚え て もら えな い など
, 『高齢者であ

る か ら』と い う意味あ い の 強い 内容の もの と
)
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｢初めは不 安だ っ た けど ,
なんとか出来て と

にかく楽しか っ た ｡｣
,
｢ も っ と大変か なあ ー

っ て思 っ て い たけどまた来た い です｡｣ ,
と い

う軽い 内容の 記入が 目立 っ た ｡

半年が過ぎた噴か ら
,
徐々に高齢者と の 会

話や気が つ い た こ と
,
自分なりに工夫した こ

となどが書か れるようにな っ て きた ｡ その
一

部を紹介する｡

･ ち ょ っ と したと こ ろを説明する のl±も
字
数

える の が難 しか っ た ｡ 年賀状を家で も作 っ

てみた い と の要求が あり
,

一 緒に なんども

おさらい を して みま した ｡ その 内
,
私の 家

も農家な の で
,
畑仕事め ことなどの 話に夢

中にな っ て 二 人で笑 っ て しま いま した ｡

｡ サポ ー ト の しすぎ
,
手の 出しすぎに注意 し

なければ い けな い とお もいま した ｡ おもし

ろが っ て
, 楽しく操作 して お られる の に 感

心しました ｡ -

･ 今日や っ た こ とをメ モ して ほ し い と言わ

れ
,
人に分か りやすく書く ことがと ても難

し い と思い ま した ｡｣

･ ○さん とは 2 回目だ っ た の で い っ ぱい話 し

. が出来 て楽し か っ た｡ 前回の 時よりも文字

を打 つ ペ ー ス が かなり早くな っ て い た の で

驚い た ｡ どうすればうまく説明 で きる の か
,

どうした ら理解して もら える の か
,
内容が

濃く なればなるほど難 し い と思 っ(I
.

･ ス ム ー ズ に教えて あげられな か っ た ｡ レ ベ

ル ア ッ プしてくると私自身が つ い て い けな

い
｡

で も
,

お孫さん の話 で盛 り上が っ た ｡

と ても嬉 しそうには なされて い て
,

お正月

が楽しみそうだ っ た
｡ 私も孫に な っ たよう

な気分だ っ た ｡

･ 今日はカ ナ入力の 切り替えの方法を逆 に教

えて もら っ た｡

｡ 『や っ と やる気がで て きたわ ｡ 今日は とて

も進んだ気がする』 と言われて
, ず っ と こ

れで い い の か なあと思 っ て い た気持ちが ス

ッ と晴れま した ｡ 今度は も っ とうまく教え

てあげられるように予習 して きた い の で
,
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言
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･一先生テキス ト早め に下さ い
｡

･ うち
'
の お母さんL

l

= も教えて あげようかな

`あ` - とt
-
1 う気持ちになり

Lまし た
■

｡

･ 昔
,
わか っ て い る つ もりだ j

' た こ とが
,

'
ま

っ たく正しく理醸して い なか っ たこ とガ わ

かり
,
私の ほうが勉強して いるような気に

な っ た ｡

図 2 やさし い パ ソ コ ン 教室の様子

( 高齢者と高岡短期大学生)

3 . 4 高齢者の変化

( 1 ) 挨拶代わり の会話

｢ すぐ忘 れる｣ ,
｢先週や っ た ことを覚えて

い ない｣ , ｢またす っ かり忘れて しま っ た ｡ 懲

りな い で 教えてく ださ いね｣
,

とい い ながら

も欠席もなく元気に顔をだす高齢者が ほとん

どで ある ｡ ｢ こ こ で はすぐで きる の に
,

どう

して家に かえ っ てやろうと思 っ たらで きない

の か ? ｣ ,
｢ もら っ たプリ ン トに

一

生懸命メ モ

して い く の に
,

さ っ ぱりわ か ら なく な る｣ ,

｢ こ の 教室で ゆ っ くりや る わ｣ とは
,

1 年を

すぎた今もほ とんど毎回交わされる挨拶の よ

う なもの である ｡

し か し
,
最近で は

,
こうした会話が微妙に

変わ っ て きて い る ｡ ｢ 家で や っ て み た ら
, 0

0 がうまく行かない｣
,
｢ 最後の こ れが で きな

い｣ , ｢ こ んな こ と はで きる の か ? ｣
,
｢ メ ー ル

を送 っ て み たけれど届きま した か ? ｣ , ｢ 地区

の 電気代の 支払 い表を つ くりた い か ら持 っ て

きた｣ と い うも の である ｡ ほ ん の 少 し の遠い

で はあるが / 明らかに受け身め卑屈な言 い回

しが消え
,

'
や る気と自信か覗える｡ もち

､

ろん･
,

ち ょ.̀ 1
=

と- した こ とで元に戻るほ ど微かな変化

で はある ｡

( 2･) 高齢者同士の会話の 効果
`
-

あ る日絵入りの年賀状作成が 済み
,

い よい

よ印刷をしてみ る こ七に な っ た ｡ 皆 , 購入 し

たて の年賀状を持ち込み
, それぞれ の 思い で

描い た年賀状を印刷する｡ 印刷したも･ の を机

に なら べ て うれしそうであ る｡ お互 い の年賀

状を見比 べ て
, ｢ あら - ｣ と か ｢ い い の にな

っ たわ - ｣ と声をあげあ っ て い る o 宛名を印

刷し た人 に ｢ どうすればで きる の か｣ と積極

的に聞き
,
新 し い挿し絵を見て ｢ どうして手

に い れた の か｣ と高齢者同士で 会話が藤ん で

い る ｡ えて して支援者が多いと
, 高齢者同士

で会話する こ と が少なく なりがちで ある が
,

お互い の 会話がや る気を促すこ とを こ こ でも

再発見 した ｡ 互い の 住所を教え合 っ ては
! 出

す約束を し合 っ て い る ｡ 最近で は
, 特に電子

メ ー ル が高齢者同士 の会話と活気･
, 交流をう

なが す大きな道具となりは じめて い る ｡

( 3 ) 高齢者の意欲の変化

ある 日 , 講習が終わ っ た後 ,
しばらく して

｢ さ っ そく家で 試して み た の に
,
ホ ー ム ペ ー

ジ の絵が出なくな っ た｣ と戻 っ て きた方がい

た ｡

一

緒に出か けたと ころ
, 原因は

,
画面が

固ま っ て途中で コ ン セ ン トを抜い て しま っ た

こ とと
, 通信回線の I D 部分が訪問者によ っ

て消去されて しま っ て い た ｡ ｢ どう して なの

か
,
さ っ ぱりわからな い ｡ せ っ かく今日の 復

習をしようと思 っ て い た の に｡ なにか した の

か な
-

｣

これま で は
,

こうし た事が あ っ て も ,
セ ン

タ
ー

に 聞きにく る こ と は め っ たに な か っ た ｡

こ の 教室 に参加する こ とで ｢ 人に聞く こ と に

抵抗がなく な っ た｣ と い う｡ そ の人は
,
その

後 ! ｢ 結局 , 教わ っ て か ら
,
自分で何回も失

敗 したりしてや っ て い るうち に
,
また教わる

とよくわ か るようにな るもの だ｡ と
,

い う こ



高齢者とパ ソ コニン ー111 田村 の 事例 を中心 に-

とがわか っ た ｡｣ とい い
, 夏休み にや っ て き

た孫に ｢ おじ いち ゃ ん
, すごい｣ と言われた

と得意そうに話す｡

｢ わた し の 人生
,
草むしりで おしまい か と

おも っ て い たけれど ,
こ の 年に な っ て

, 勉強

を教わ っ て こんな楽し い こ とは ない ｡ ありが

と ねえ ｡｣ ｢ や っ て いくうちに
,

あれも これも

や っ て み たく なる｡ ひ とりだと絶対で きなか

っ た と思う . うち の 地区の パ ソ コ ン リ
ー ダ

ー

さん
* 7

に は っ ぱかけに いくわ ｡ あはは｣

｢ 私 , 字が下手だか ら年賀状の 住所もなん

と か印刷した い｣ と住所 一 覧を手に支援者に

質問 して い る人が い る ｡ や りた い こ とが これ

まで の 応用でで きる ことに気が つ きは じめて

い る ら し い ｡ ｢ わ た しで も出来 る か しら ? ｣

と 不安げに 言 っ て い た高齢者は
,
｢ 以前いろ

いろ ソ フ トを奨められて購入 したけれど使わ

ずじまい で い る ｡ 基本か ら教えて 欲し い｣ と

は っ きりと懇願する｡

3 . 5 新し い 支援 へ

( 1 ) 仲間同士 の誘い合い

当初数人で始ま っ た教室 は
, 教室 に来て い

る人が仲間を誘い合う ことで 人数が増え
,
充

分な支援が行き届かなくなる ことも起 こり始

めた ｡ 徐々に誘 い合 っ た高齢者同士教え合い

なが ら
一

台 の パ ソ コ ン を使い まわし した り
,

一

番の 初心者 に マ ウ ス を持たせ
, 仲間同士

,

支援者 , 講師が い りみ だれ
,
わ い わい 問題を

解決し始める状況 がでて きた ｡ あると きか ら
,

5 0代の 女性達も顔 を見せ 始め た ｡ 話を聞 い て

み る と
,

4 0 代 ,
50 代の女性は

一 般 の講習会に

も年齢的に行きにくく習うチ ャ ン ス がな い の

だと い う
｡ 教室 の うわさを聞い て こ の 教室 な

ら つ い て い ける の で はと い う思 い で来たら し

い ｡ 結局 , 高齢者だけ の 問題で はない の であ

る
_

ト

( 2 ) 受講者が支援 へ
, 支援者が受講者 へ

人数が多くな っ た こ と もあり , 受講者の 中

で少し進ん だ方 に
,
なる べ く知り合 い の支援
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にまわ ･

? て もらう こ とを依頼 した ｡ はじめの

内は講師が意識して
, 声をか けなが らサポ ー

トをお願い して い たが
,

い つ の まに か少しず

つ
,
受講者が自分自身で判断して支援に回 っ

たり
,
また内容によ っ て は受講者に戻 っ たり

と いう形にな っ て きて い る｡ 女性や学生の支

援者にと っ て も自分 の 知らな い こ とに出会う

と支援とい う様子では なく
,
高齢者と 一 緒に

考え試行して学習し始めて い る ｡

( 3 ) 次の学習段階 へ

家の パ ソ コ ン には
,
自分用 の フ ォ ル ダ ー を

家族に作 っ て もらい
,
教室で習 っ た面倒なこ

と は
,
家で設定して もらうか らと人 の 操作を

後ろか ら見て い る人も い る ｡ 教室 では
,

一 人

で も出来るようにと
,
細かく丁寧に 一

つ
一 つ

の作業を進めて い る ｡ しか し
,
家に支援して

くれ る家族が い て
,
関係がうまく い きは じめ

た彼女は
, 受講者より 一

歩進んで おり
,
村に

きた学生や
,
7 0歳の静岡県の 男性と メ ー ル友

達に な っ て
,
毎日メ - ル に 明け暮れて い る.,

｢ ゲ ー ム をする時間が なく なりま したね｣ と

言うと
, ｢ そうな の

,
こ れまで は ゲ ー ム が

一

番面白い と思 っ て い た の に
, 今は メ - ル が最

高に面白い｣ の だそうで あ る ｡ ｢ 何をや り た

い か とい われて も日常生活 に必要を感 じな

い ｡
パ ソ コ ン がなくて もなん にも変わらな い

で し ょう ? ｡ なに か 違う ? ｡
パ ソ コ ン で草が

むしれる ? ｣ と言 っ て い た彼女の 大変身で あ

る ｡

また
,
ある高齢者 は

, 数回顔をみ せ たあと
,

｢ こ れまで福楽の 職員 の 支援
* 9

をうけて や っ

てきた か ら
,
その ほうが静か にゆ っ くり で き

る｣ と言 い
,
途中か ら顔 をみ せ なくな っ た ｡

これら の こ とは
,

こう して 自分にあ っ たさま

ぎまな支援を自分 で 選択する と い う意識が出

来は じめたとい える の かもしれな い ｡

も っ と も
,
まだ多くの 高齢者は

,
講師と支

援者および教室 の仲間に限られ た メ ー ル の 交

流が で きは じめ たとこ ろで ある .
メ ー ル の 内

容も
,

たわ い の な い お し ゃ べ りと今度は稲刈
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りなの で出席で きませ んなどと い う連絡内容

である ｡ し か しながら , 彼らは徐々 に パ ソ コ

ンを介した交流や支援ををそれぞれ の 生活 ス

タイル で少しずつ 広げは じめて いる ｡

また
,
今回支援に協力して い る女性たちは

,

同年代の仲間を募 っ て
,
月2 回程度自ら購入

した ノ ー

ト型パ ソ コ ン を持参して集ま っ て い

る ｡.
.そ こ では

,
各自思 い 思い の 仕事を こ なす

の だが
,
なに かあ っ たと

`
きす ぐ聞ける環境を

み ん なで共有する場を作り出して い る ｡

周 3 村の 女性が中心 とな っ て実施して い る

勉強会の 様子

4 ｡ 考 察

最後に これまで の 調査を踏まえて
,
高齢者

と パ ソ コ ンとの 関係に限 っ て若干の 考察をの

べ て おこう ｡

( 1 ) 少ない チ ャ ン ス と判断期間

高齢者は長い 人生経験の 終盤 にあり
,
若 い

人に比 べ て確実 に残された時間は短 い ｡ そう

であれば余計に ｢ やりたくな い こ と｣ に自分

の 時間を割くと い うこ とには慎重 で あるはず

で ある｡ し か し
,
同時に多く の高齢者 は他人

に制約される こ と の 少ない 自由時間を多く抱

えて い るとい う こ ともまた現実である ｡
パ ソ

コ ン教室に や っ てく る高齢者も最初の 内 , 用

心をし
,
半信半疑で様子を見にく ると い う態

度 であ っ たはずである ｡ そ こ で
一

種の 賭けが

なされる ｡
パ ソ コ ン で何かする こ とが ｢ やり

たくな い｣ と自分自身で は っ きりと判断を下

すまでは
,
しばらく教室に通い続けてみ よう

,

と｡ こ の期間(時間) が高齢者に と- っ てとて も

大事な期間となる ｡

( 2 ) 支援の タイミ ン グとそ の内容

高齢者 にと っ て
,

こ の判断を下すまで の 期

間は
,
ある意味で本人だけ で はどうに もなら

な い微妙 な機会である と言 える ｡ それは こ の

機会にどの ような支援が その高齢者に提供さ

れるかと い う ことで ある ｡
こ の 支援が ない た

めに早ま っ て ｢ 自分に むい て い な い｣ , ｢ もう

能力がない｣ , ｢ や っ ぱりやりた い もの では な

か っ た｣
･

と結論されて しま い
,

二度と振返 ら

れなくな っ て しまうと い う こ とがどん なに多

い こ と で あろう三.
* 10

た だし
, ･ こ こ で い う支援

は
, 身体などの不自由さ一をカ バ

ー

する と いう

よう などちら か とい えば ハ -

-T
I

1

ウ ェ ア的なも

の で はなく∴ も っ と ソ フ･トウ土 ア的な支 え の

こ とで ある｡

( 3 ) 自然 な支援

老 い は様々 な意味で 依存的に なる こ とで も

ある｡ 依存的な存在になる七 い うこ とがイ コ ー

ル弱さと受け取られやすい 土壌で は
,
老 い が

他者 に対して気兼ね , 遠慮と い う心理 を醸成

しやすく なる の は避けられな い だろう｡ パ ソ

コ ン教室 における高齢者に対する支援が こ の

こ とを意識 して
9

で きるだけ高齢者にそうし

た負担をかけな い 方針で型 にはめずに自然 の

形で臨ん だこ とが
, 高齢者が教室に通い つ づ

け自身の 生活に パ ソ コ ン の 活用を徐々 に取り

入 れは じめ る こ と に つ なが っ た と考え られ

る
｡

( 4 ) 有能さを助ける支援

第3 章で み たように われわれ の 調査で は
,

高齢者は ｢他者に助けられる｣ と いう状況が

あれば
, 十分 ,

コ ン ピ ュ
ー

タ操作に次第に慣

れて い き
, 学習効果もは っ きりと現れてくる

こ とが明ら か に な っ た ｡

こ れに つ い ては
,
より広 い 実態調査と科学

的な根才処が こ の 分野に望まれるが
,
こ こ で は

,
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高橋と波多野を引用 して おこ う｡ F中高年者

の デ ー タ は
, 人間 の 知的有能さが加齢によ っ

て 一 律に衰えるわけで はない こ とを明らか に

して しる ｡ 衰えな いば かりか
,
ある分野で は

加齢に つ れて進歩もする し
, 中年はもちろん

高齢者で も
,
新 し い こ とが学習で きる ことを

示 した
｡ ｢知的 に有能であ る｣ と は

, 効果的

に問題 を解い たり知識を獲得したりする こ と

だが
,

こ の有能さは
, 誕生直後か ら生涯にわ

た っ て何 か を知ろうと い う知的好奇心が強 い

ばか りで なく , 道具や他者 に助 けられ ,
また

生まれ つ きの 行動傾向やすで に持 っ て い る知

識を利用しうる
, 種と して の 人間が持つ 特徴

の あらわれだと い っ てよ い で あろう ｡』
7)

われわれは
, 山田村の 高齢者の パ ソ コ ン教

室が上記 の 事柄の実証 に 役立 つ ようになれば

と い う期待を持 っ て い ろ｡

( 5.) 女性 の 役割

今回はどの ような道具的 な支援が高齢者の

パ ソ コ ン使用=を楽にする か などに つ い て立ち

入 っ た調査や実験 を行 な っ て は い ない が
, 総

じて現在 の パ ソ コ ン の 入出力琴置は高齢者向

きに は で きて い な い 辛い う こ と は間違い な

い
｡

しか しどちらに して も
,
現状で の高齢者

に と っ て の 参入障壁は こ うした物的な側面 で

はな い ｡ , まず第
一

は 人的な~支援が提供される

か どう か に 決定的 に依存 して い ると い う こ と

であ る｡ 今回 の ケ
ー ス で は支援者側が地元 の

主婦と短期大学 の 学生 の どちら も女性と い う

布陣に な っ た の だが
,
それは女性 で なければ

なら な い と い う強 い 意図か らで はな い
｡

しか

しなが ら , 人格や性格面をたと え考慮 しない

と して も
,

これが実に うまく高齢者とかみ 合

っ たと い う こ とは事実 な の であ っ て
占)

,
別 の

ケ
ー ス と比較して 見るだけの 価値はある ｡

* 1l

5 . ま とめ

富山県の ある小さな山村が全村あげてイ ン

タ ー ネ ッ ト の導入を受け入れ
,
その 活用を通

3 5

して生活の 変化を自らに課 した ｡ こ の勇気あ

る試み に対してわれわれはその 奮闘記を現地

で の 調査に基づ い て こ こ 何年かまと め て き

た｡ 今回は
,
高齢者が ｢他者｣ の協力と適切

な支援を受ける こ とがで きれば , 十分有能に

パ ソ コ ン を利用 する こ と が で きる こ と を ,

｢ や さし い パ ソ コ ン教室｣ で の 記録と
.観察か

ら考察し実証 した ｡

上記考察か ら得 られた結果を以下にまとめ

る ｡･

( 1 ) コ ン ピ ュ
ー タ が山田村の 住民に受け入

れら れて い っ た過程に は大きな3 つ の パ タ ー

ン が 発見で きる ｡ 時間経過に現われたその パ

タ ー ン とは
,

_
電脳化 の 当初は

,
､ ①複数の リ

ー ･

ダ
ー

が コ ン ピ ュ
ー タ と出会い

,
その 後②主婦

を中心と した住民が コ ン ピ ュ
ー タ セ 出会い

,

そし て 今回の 報告 の 主題であると ころの③高

齢者が コ ン ピ ュ
ー タ と出会う

,
と い う 3 つ の

｢ コ ン ピ ュ
ー タ と の 出会い｣ であ っ た ｡

コ ン ピ ュ
ー タ と の 出会い

_
が学び の始まりで も

ある こ と に注目すれば
,
山田村で の 経験は-I--

つ の 示唆をわれわれに与えてくれて い る ｡

( 2 ) 学校の よう に学ぶ べ きこ と が既 に決ま

っ て おり
,
教える側はそれを い かに伝達する

か に神経をすり減らす式の 従来の教育的 ( ペ

ダ ゴ ジカ ル : p e d a g o gi c al)
* 1 2

な支援が
,
すで

に大人の 集団である山田村 に受け入れられる

はずはない の は当然である ｡
し か し 一 方

,
住

民の 希望や やり た い こ とをまず聞き い れ
,
そ

れに基づ い て各人にあ っ た メ ニ ュ
ー で 個人個

人独立 したきめ こ まか な支援サ ー ビ ス を提供

すればよ い 式 の住民本位の や り方 だけ で も ,

またなかなか うまく運 ばな い ｡

( 3 ) 人々 が日常生活 の中で よく学ぶ こ とが

で きる大きな理由の ひ と つ には
, ｢ 学習環境

と して の 他者｣ とともにある と い う こ と が考

え られる ｡ 他者 の援助 なし で ｢ 一 人 で 学ぶ
-
1

と落ち こ ぼれる人も
, 周りに協力的な他者が

い れば十分有能にふ るまえる ｡ 仲間同士 の や

りと りが
,
知的好奇心を高め

,
より深く理解
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言

する の を助 ける ことになる ｡

-
人々が有能怠学

び手であ る･ ためには
,
･ 他者の 存在が必要であ

る ｡ その他者とは
, 軸心を共有するが視点の

異なる人がよく ,
必ずしも知識の 豊富な人で

ある こ とを必要条件と しない で もよ い とい え､

る｡

山田村が編み 出した方式は
, 対略しようと

する コ ン ピ ュ
ー タ の そばには誰か他者が寄り

掃うと い う形を コ ン ピ ュ
ー タ利用 の基本型と

した こ と である ｡ すなわち , 学びの 活動を個

人の 内面に押し込めて しまう発想を完全に捨

て て
,
学びの空間を個人の砕か らもう 一

つ 外

側の 単位 (｢ グ ル ー プや サ
ー ク ル の 単位｣ と

い っ て い い だろう) に置き換えた ことである o

( 4 ) こ の底 流に は も っ と重要な ｢ 支援の連

鎖｣ と も呼べ る活動が脈々と流れ つ づ けて い

る ｡ 村外か らボ ラ ン テ ィ ア が コ ン ビ ュ
-

タ に

最 跡 こ挑戦 した積数 の リ ー ダ
ー

達にまず先鞭

を つ けた ｡ その リ
ー ダ ー 達が今度はま っ たく

コ ンピ ュ
ー タ に緑の なか っ た主婦に コ ン ピ ュ

ー

タを教えて回 っ た ｡ 元気な主婦に火が点い て
,

コ ン ピ ュ
ー タ利用は急速に村に普及して いく

ことにな っ た ｡ 主婦の活動範囲は電子 メ デ ィ

ア の お陰で村外に広く つ ながりを持つ ように

な っ て い っ た ｡ そ して今回そ の主婦の 支援は

村内の 身近な高齢者に 回JJ# する こ
:

とに な っ

た ｡ ー主痛が高齢者を支援する こ とによ っ て
,

ごくL自然に
,･ 高齢者が若 い主婦に村の古い文

化や知恵を伝えるという新し い 連鎖を生 じさ

せ る ことに つ なが っ た｡

当初 ｢ モ ノ として の コ ン ビi -
- タ｣ にばか

り目を向けて い た村民 とその支援者達に起 こ

っ て い っ た変化は
,

. 互 い に共通 の時間を持つ

こと
,
その ために何 か共通する話題作りが必

要に な っ た こ と
, 付き合いを継続させ る方法

はな い か
,

とい う流れで 現在に至 っ て い る ｡

こ の 過程で コ ン ピ ュ
ー

タ はどんどん背景に退

い て いく様子がとて も印象的で ある ｡

謝 辞

｢や さ し い パ ソ コ ン教室｣ を実施する にあ

た り , 快く支援に 協力して く ださ い まし

た 山 田村数育委員 会の 大井千津子教諭
,

山田村情報セ ン タ
ー

の 山崎睦美さん
,

お

よ び荒屋道子 さん
,
川 口久美子 さんに厚

く お礼申 し上げます｡ ま た
,
高岡短期大

学情報処理 専攻小松ゼ ミ の 学生諸氏 の ご

協力に感謝い た します｡

注 釈

* 1 ｢ 山田村の 情報化に 関する記録｣ ( 山田村役場作成) に よれば
, 導入当寺訓ま

, 視察や取材が続

き
. 多 い 月に は1 0 0 件を超える訪問 に対応 し て い る ｡ 当初ほ ど で は な い に し て も ,

現在も視察

や問 い 合わ せ は多 い
｡

* 2 ｢ や さ し い パ ソ コ ン教室｣ の 内容と様子は
. 以下の U R u = 掲載 して い る

｡

h ttp:// w v w .t a k a o k a - n c . a c .jp / t n c /
-

y k o m at s u /y a m ad a
-

m u r a/ p a s o cl a s s ･h t m

* 3 実際の 平均年齢 は70 歳程度で ある
｡

* 4 本稿 で は
,
山田村の 方言で交わされた会話の記録を , 出来る限りその ニ

ュ ア ン ス を残すよう に

し ながら 一 般の 表現 に書きなお し た
｡ ( そ の た め . 多少微妙な ニ

ュ ア ン ス が消えて し ま っ た こ

と は否め な い
｡)

* 5 お助け隊と は
, 夏の

一 定期間 に村の各家庭を訪問 し パ ソ コ ン 利用 の支援を し た学生た ちの 総称

で あ る
｡ 詳しく は文献 3 ) ｡

* 6 村が実施 して い る情報化支援の
一

つ
｡

週 に
一 度の ペ ー

ス で村民 に よ る村民の た め の 相談日を設

け て い る ｡
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* 7 村が パ ソ コ ンを配布 し た際に
, 各集落 で決め たパ ソ コ ン普及 ( 支援) 担当者｡

* 8 5 0 代 の女性たち に は
,
村の別の 勉強会グ ル

ー プを紹介 し た
｡

* 9 福楽は
,
山田村に ある村営の高野青葉讃施琴の こ と で

,
こ
.
の施琴でも職員が高齢者の パ ソ コ ン

l

利用を支援 して い る
｡

' 辞しくiま文献1-)･ o

* 1 0
一

つ の 事例を紹介 し よう･ .

r

･ 以前
■
に こ の パ ソ コ ン教室に ∴ 2 つ 隣町の 6 5 歳の 女性が

,
8 年ほ ど

前の M S/ D O S の ノ - ト型 パ ソ コ ン を持参 で や っ て きた
｡

2 つ 隣町と い っ て も冬の 山田村 へ は

車で 1 時間以上もか か る
'

｡ そ の地域 で も̀ い ろ い ろな講習会が提供されて い る こ と は 知 っ て い る

が
. 牛をと っ て い ると い う こ と で

, 気後れ し て なか な か行けな い で い る . さら に
,
本当に やり

た い の ならばと
, 新し い パ ソ コ ンを購入する こ とを勧められ て

, 彼女の 息子に相談 し たが ｢ お

母さん に は どう せ で きな い｣ と い われ購入 に踏み切れな い で 思 い 余 っ て われわれの と こ ろ に相

談 し に き た ｡

* 1 1 たと え ば
, 東京都世田谷区の ｢ コ ン ピ ュ

ー タ おば あち ゃ んの 会｣ は
,

一

人 の 女性高齢者が
一 般

の 講習会が高齢者向き で は な い と して
, 高齢者の 1 = め に始め た会で ある

｡ そ の 会は
, 山田村と

同じ くすべ て ボ ラ ン テ ィ ア で支えられて い る o 異なる点は
,
高齢者がある程度目的を､も っ て い

る こ と (比較的若 い こ ともある) . 支援者に は男性が多く
, 仕事上や パ ソ コ ン利用 の経験が長

く技術や知識の 高 い 人が中心とな っ て い る た め か
, 支援者と高齢者 の 立場が固定されがち で あ

る
｡

も っ とも
, 高齢者の気持ちを推 し量る こ とや何度き か れ ても怒らな い などが支援者の 条件

で あ る など共通点も多 い
｡

* 1 2 ペ グ ゴ ジ ー ( p e d ag o gy ) と は学校 で の 教育をさ し
～ 教育学 . 教授法 の意味で あるo
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,
高岡短期大学紀要

,

V ol .
1 3

, p p .
1 7 - 3 4

,
1 9 9 9

6 ) 小松裕子 ･ 小郷直言 : 山田村の情報化 -

3 年間の変化と適応
-

,

情報処理学会第5 8 回全国大会講演論文集 ( 4 )
, p p .2 6 3 -2 6 4

,
1 9 9 9 .

7 ) 高橋恵子 ･ 波多野誼余夫 : ｢ 生涯発達の 心理学｣ 岩波新書
, p p .1 9 6

,
1 9 9 0 .

8 ) Y u k o K o m at s u
. K o g o u N a o k o t o :

' '

T h e I nt e m et a n d It s I m p a ct o n a S m all
,
R u r al J a p a n e s e V illa g e

' '

,

C R IA W C o nf e r e n c e P r o c e e di n g s
,
S u d b u r y ,

O c t o b e r
,
1 9 9 9 .
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･

言

T h e Eld e rly a n d P e r s o n al C o m p u t e r s

-

{ o n d n ui n g E d u c ati o n f o r th e E ld e rly Y am ad a - M u r a -

Y u k o
' K O M A T S U a n d N a o k ot o K O G O U

事

( R e c eiv e d O ct o b e r 12
,
1 9 9 9)

A B ST R A C T

E v e ry f a m ily i n Y a m a d a - M u r a w a s gi v e n a p e r s o n al c o m p u t e r a n d a n l n t e m e t c o n n e c ti o n in th e

S u m m e r of 1 9 9 6 . ¶l e vi 11a g e w a s fo r c e d t o t a k e. a c ti o n
Jf o r s u d d e n c o m p u t e ri z a ti o n i n c o o p e r ati o n wi th

v a ri o u s p e o p le t o h elp
◆villa g e r s u n d e r st a n d c o m p u t e r s . T n e vi ll a g e a d o p t ed th i s a p p r o a c h in o r d e r t o

s ol v e it s p r o bl e m s . H o w e v e r
,
it h a s si n c e l ed t o a n u n e x p e ct e d r e g e h e r ati o n of th e vill ag e a n d a c h a n g e

i n th e c o n s cio u s n e s s of e a c h vi ll ag e r . Wh il e th e u s e of c o m p u t e r s h a s b e e n p r o m o t ed in th e vill a g e
,
th e

u s e of P C s b y th e eld e rly h a s n o t p r o g r e s s ed a s w ell a s h ad b e e n- e x p e ct e d . R e c e n tly ,
vi ll a g e w o m e n h a v e

i m p r o v e d t h eir i m a g e b y h elpi n g t o s u p p o rt th e eld e rly a nd u n d e r st a n din g th eir th o u gh t s a n d n e e d s .

W e st a rt ed a P C s c h o ol fo r th e eld e rly o n e y e ar a g o i n Y a m ad a - m u r a . F r o m th e c h a n g e s in th e eld e rly

a n d s u p p o rti n g p e o pl e ( vi ll ag e w o m e n) i n th e P C s c h o ol a n d it s r e c o rd
,
w e m u st c o n sid e r h o w t o p r o vi d e

s u p p o rt .

K E Y W O R I) S

Y a m a d a
- M u r a

,
s u p p o rt

,
I n t e rn et

, p e r s o n al c o m p u t e r
,

ru r al w o m e n a n d t h e eld e rly ,

T h e D e p a rt m e nt of I n d u st ri al I nfo r m ati o n S ci e n c e
I

G r ad u at e S ch o ol of E c o n o m ic s O s ak a U niv e rsi ty


