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������核家族化の進⾏に伴い、⼈々の暮らしや就労形態などが多様化する中で、隣

��	
�������������������������� ��	
!�

域⼒」が低下しつつあります。"

⼀⽅で、近年の各地で起こっている⾃然災害などを目の当たりにし、「⾃助」「互助・共助」

に対する意識が�#�����$�%&'�� ��()*+,-�#./"

012345	6���789:;%��<=>?���:�@-89�A2-�B

(�7CD���-E8F6+��:GH(IJK,�K#L#	M(NOP,3��:

GH.%0Q(RS	T-$��UV(地域の⼀員として認め合い、住⺠同⼠が⽀え合うこ

Q(�#.#.IW�	T-�#./"

���X+.MY(�A,Z,(��[\Q2-できることを⾏い、[M]Q�(��

域づくりに参加する意識の醸成Q��H^�_`%ab(cW:./0,+H^de2

-f3	�	(�d�CDg�:	S�hi�hj�A2-��kS��'l-���mn

3oNp��qr.s�t6T-�uvw(� �1xb�	%0Q(�yz��{

���xb:EIWQ	T-�#./"
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$�-�!u����CD��}�_.%��(F�+,-�#./"
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 地域住⺠、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を⾏う

者は、相互に協⼒し、福祉サービスを必要とする地域住⺠が地域社会を構成する⼀員として⽇常

������������������������� !"#�$�%&'�(�)* �
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 2347�������� 8#�9:;<=> ?@�9:ABC D,�5

画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、⼜は変更しようとするときは、あらかじ

め、住⺠、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を⾏う者の意⾒

EFGH�I, JK-LMNO�)*+,�;;P ���QRST#�)*+,�P

�;#�1
 


�� 
 地域における福祉サービスの適切な利⽤の推進に関する事項
 


�� 
 �� U.�����VC;#�9W�XY-Z[ 8#�9:
 


	� 
 地域福祉に関する活動への住⺠の参加の促進に関する事項�

�������	
�������	
����������� �

!��CD��������}は、地域福祉推進のための理念や仕組みを、!��CDH^

����8���}E���CD��3*�w�	H^d��.%0Q6+����

����Q.%3*�~���~�������~�������-V����d[w�

�9�2#./"

�!�	
"#�

0����E� ¡ ¢£年度〜¤¤年度の５年間Q2#./"

������������ �������� ������������	
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�$�%�&	
��'(�

���E��u¨©ª��:;%

!«¬u���}d©ª��Q2�

«¬u��7®¯CD��{°±®²

³´���«¬u�
V{�@-�µ

³´���«¬uB(�7���«¬

uB(�CD��	
�uCDn¶

��Q·��d¸�	(+9�2

#23/"

K+����7��@-���B(

�;%M�GH¹º7	
.»-

Md¼pV(��:;����CD

Q�1J½6+0,+n¶d¾� 2��	¿3*��:./"

"

�
� �����������

0��9�$�������;3���À Ád��Q2#./"

��������	
��������	
������

�u(qr.»�CD#o���-は、市⺠意識調査によると「福祉施設をはじめと

23CDÂÃÄÅ(Æ�23#o}Q!��� ���ÇÈÉÊË?H^(Ìk�-�

%#o}��(��Í�dÎ*-�#./#K�Ï�	ÂÃÄÅ	
��%!��:�

える福祉」と地域住⺠やボランティア等による「地域が⽀える福祉」が求められていると

� #./"

8F·ÐdEÑ*Q.%Ï�	ÂÃÄÅqÒÓ���-E�Ôn¶Õ���$�

て定めることとし、本計画においては、その考え⽅や利⽤しやすい仕組みづくりなどにつ

�-Ö�×p0QQ2#./"

A2-���ØÙQ	%E�!��(� %CD}d�Ú.%3*�cWQ	%��

域福祉の⼈材の育成、地域福祉活動を推進する仕組みづくり、⽀え合いの意識を⾼めるた

*CDÛ@�ÜÝH^��	
:./"

�������

計画は⾏政計画であるとともに、市⺠が⾏動するための基本計画でもあります。それぞ

れが役割を果たすとともに、地域住⺠、地域にある団体や機関、企業、サービス事業所、

⾏政が協働して取り組んでいきます。"

� ��EÞ�(ØÙQ	�#.(�m��ß��Ï��àáV:;��âÍQ2-�

ãqäQ�å�æç:�3gSèwd�é2-�#./�
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��CD��$����CDH^��

は、地域住⺠とともに話し合いを重ねて"

9�.%0Q(IW:;��A9�ê

|{ëì(íîÉïQ	�#./"

23(T-���1	9�wð{ê|

����uQuxbCDñòbQ(óô2

-9�2#23/"

����������

���� 8\�G]^]-��_��

意⾒を計画に反映するため、学識経験者、


`a8bc�����8bc�defghi

団体、公募市⺠による委員で構成する「⼩牧

2����56jklm2������5

6nDop�qrM<�計画に対する意⾒

聴取を⾏いました。


���� !"#$%&�

2Qs��#�G]^]-tB�u9ctB�defghitBv	 �wx����yz{�|

後の課題等についてヒアリングを⾏いました。


��'()*+��

地域住⺠⾃�%���}~{���� <�����n�<�*�;<=���<����

�<]<I1���l���	


��市⺠意識調査�

この調査は、地域（住⺠）のために「何ができるか」��;;P �地域の福祉課題や地域住⺠

の福祉意識についても調査しました。�������� 歳以上の市⺠ ����� ��]I�2Q� �
 
 


２年⽣に対しても、地域活動への参加意向や災害時の活動意向等について調査しました。


��,-$./01%2�

¡¢G(I56�£¤ ¥0=�¦�市⺠からの意⾒聴取のためにパブリックコメントを実施しま

<I1


��3�4�

⽇常⽣活圏域（⼩牧市の場合は、６圏域）のエリアで、地域包括⽀援センター主催で⾏われている

「地域⽀え合い会議」で出された地域の課題、必要な⽀え合い活動やその⽀援などの意⾒について

P�§56nD�!¨;<]<I1


lm2����56jk

������56nDop�


市⺠意識調査（⼀般市⺠・中学⽣）


��<������l���	




�©Qª«�

����56nD¬®¯°±²³´µ¶


·¸¹º²»¼f³


½¾tB¿i¹fÀ


������ÁfÂ°Ã¶




���� ����	 

� 

#
� $%&'(%�

��CDõö�÷ÃøEùú�Rû�`3%0Q6+�A�ü�ýÑ-�cW	" " "

þ�ï�Ã�������:I��	対応を⾏うことが重要です。個々の活動を通じて、⼈

QM(�	(���Þ�óô2���CDH^H��dqr2#./"

56789:;<��

" " " " uv�d�	Q2389
�{�·d.%�:."

è�E�u�v��$�-����66`+��Ï�	ÂÃÄÅ�°±®²ÂÃÄ

Å�CDÂÃÄÅ�d��2#."

第２層：６地区（⼩牧南部・⼩牧中部・⼩牧⻄部・味岡・篠岡・北⾥）�

" " " " 地域包括⽀援センターや⺠⽣委員・児童委員連絡協議会の範囲です。"

⾼齢者の総合相談窓⼝である地域包括⽀援センターのほか、専門職の配置を⾏い、

年齢や分野を問わない、包括的な総合相談窓⼝を整備します。"

5=78>?9@AB"

" " " " より充実した福祉活動を展開するための横のつながりの意識する範囲です。"

0�ª:E���:H^.%�w{���������{���活動者や住⺠

��þ�ï�Ã��d��2���÷Ãø�ýÑ-ä��CDþ�ï�Ã�Q

2-K+	%H^��	
d¸�#./"

5C78>DE区（⾏政区）（⾃治会））�

地域の⾝近な居場所・集いの場の設置単位であり、また、⽇常的な⾒守りや声かけ・

目配りなど、⾝近なところで、無理なく活動を実施してもらう範囲です。"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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����������� !"#�$%"#&'()*���
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+,-./0123�4

5678�	./9:�;<��	=�>�?@A6�BC����

���
�	��� !�"#$�%

DEF@GH6�IJK���./9:�LM��
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GH6

RSTUVW:X��Y��ZUV[\�]R[\^
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FGH�IJKLM�

{� ��M�E� ¡ ¢�年（¢���年）に１億 ¢ ��� !MQ"Ã��#2�Az�$�2-

�#.。国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所の将来推計⼈⼝によると、今後も減少し続け、平成

%�年（¢�&�年）には、１億⼈を割り込むと予想されています。"

{�年齢３区分別⼈⼝の推移をみると、年少⼈⼝（�&歳以下）、⽣産年齢⼈⼝（�'〜%& (�Í

�E、⼀貫して減少する⾒込みであり、⾼齢化の進展とともに、⽀える世代の負担増が予測さ

,-�#./"

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

【介護保険制度関連】�

{� ¡ �¢年（¢���年）４⽉に社会全体で⾼齢者介護を⽀え合う仕組みとして「介護保険制度」

が創設され、介護保険制度は着実に定着してきています。"

{� ¡ ¢�年（¢��'年）に団塊の世代がすべて %' (d) �K+�E ¡ ¤�年（¢�¢'年）

�E �' (�	����vw:E$�A '*'M��M( �' (+©��7Q	%�,��x

bd) %0Q�	�#./Ú-�⾼齢化の進展に伴い、介護保険サービスの利⽤が⼤幅に

.�30Q����°±/0(12�342-�#./"

"



�
�� ������������� 

� 

{�介護保険制度【平成 ¢% 年改正（平成 ¢� 年４⽉等施⾏）】では、誰もが住みなれた地域にお

いて⾃分らしい暮らしを続けることができるよう、医療や保健、福祉、介護等の専門機関や

��(óôd¸����vw:��µ�ÂÃÄÅ��(:�%�15��<=>?6ÅÊ78

9:()*+,-�#./"

{�Aために、地域⽀援事業（在宅医療・介護連携、認知症施策の推進等）をÆ�K;%QQ

V�� ¡ ¢£年４⽉までに新しい総合事業に移⾏することとなっています。この新しい総合

事業では、⾼齢者の在宅⽣活を⽀えるため、地域のボランティア、ＮＰＯ、⺠間企業、社会

CD|M�ñ�æ�ÓK#L#	èw��%I��	GH�µ{°±<hÂÃÄÅ��

wð9:()*+,-�#./"

【⽣活困窮者⾃⽴⽀援関連】�

{� ¡ ¢�年４⽉に「⽣活困窮者⾃⽴⽀援法」が施⾏され、⽣活困窮者に包括的な⽀援を提供す

%3*�CD�=0g�:	S���>?���	(�()*+,-�#./A3*�

地域の住⺠が主体的に実施する地域のサロン等の居場所などにおける、地域住⺠の⽇常的な

⾒守りや助け合いなど、多様な主体による⽀援が期待されています。"

FNOP�QRSTM�

{� ¡ ¢%年１⽉に「⼦どもの貧困対策の推進に関する法律」が施⾏され、同８⽉に「⼦どもの

貧困対策に関する⼤綱」が策定されました。この法律の施⾏を受け、⼦どもの将来がその⽣

#,@T3@A��T-BCK,%0Q	��1�#3�D¹(EFd, -óG.%0

Q	��1�cW	@A·ÐQÛ@abHÓd¸%0QQK,��
VGH�µ	
�

地域全体で⼦どもやその家庭を⾒守ることが期待されています。"

【⼦ども・⼦育て⽀援制度】�

{� ¡ ¢&年 �⽉に成⽴した⼦ども・⼦育て関連３法（「⼦ども・⼦育て⽀援法」、「認定こども

園法の⼀部改正」、「⼦ども・⼦育て⽀援法及び認定こども園法の⼀部改正法の施⾏に伴う関

係法律の整備等に関する法律」）に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の⼦育て⽀援の量

IÆ�Jt©d¸%0Q(�KK,-�#./"

FUVW�STM�

{� ¡ ¢¤ 年に発⽣した東⽇本⼤震災において、多くの⾼齢者、障がい者等の要配慮者のうち、

災害時の避難に特に配慮を要する者（避難⾏動要⽀援者）が犠牲になったことを受け、平成

¢'年６⽉に災害対策基本法の⼀部が改正され、避難⾏動要⽀援者に関する名簿（避難⾏動要

�µ7LM�N¡dOPQ�%QQV��~R7S����TU��Vd23ÁW

帳（避難⾏動要⽀援者台帳）を消防、⺠⽣委員・児童委員等の⽀援者にあらかじめ提供する

0Q(TXQ	�#23/"

{�地域においては、災害時に備え、台帳を活⽤し、平常時から⽀援者と避難⾏動要⽀援者が顔

⾒知りの関係性となり、具体的な避難⽅法等について、話し合い、共有しておくことが期待

K,-�#./"
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�uM�E� ¡ ¢�年の国勢調査によると �&£ &%¢"MQ	T-$��YZ '�年の

£� &&'M6+�&�年間で '¢ ��� M�� �*' [�3\2-�#./"

年齢別の構成⽐をみると、０〜�& (M�E]¾2^�-�%��2�%' (+©M�E3

\2^��_��`EF(��7Q	T3 ¡ ¢� 年は⾼齢化率 ¢¤*'a� ¡ ¢¢ 年に⽐

»-� &*� íîÉï3\Q	T-�#./"

����� ���	
������

"

（注）総⼈⼝は年齢不詳（平成 ��年 ��� ���� 		年 	
�⼈）を含む。（資料）国勢調査�
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M�3\�b���uEcdV3\2� ¡ ¢� 年では '£ ¤¤¢ EcQ	T-�#./

��7�%Ec3\(4�S�_���7�eEcd���7fgEcd3\(4

�S	T-�#./"

����� ������������

��������	


��� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��

	
�� ������ ������ ������ � ������

� � ��������
�� ������� ������ ������� �������

� � � � �������
��
�����

����� �

������

����� �

������

����� �

�����

���� �

� � � � �����!"
��
�����

����� �

������

����� �

������

����� �

������

����� �

� � � � �����#$
��
������

����� �

������

����� �

�����

���� �

����

����� �

��	�
 
 	����������������
 
 ���	����


"

������	�

⾼齢者単⾝世帯を性別にみると、⼥性が男性の約２倍となっています。また、年齢別にみ

%Q��' (hij���7( ¢ ��¢ M��' (+©z���7( ¢ �¢� MQ� ¡ ¢¢

年から、後期⾼齢者が増えており、平成 ¢�年では前期⾼齢者と後期⾼齢者の割合はおおむね

�Í�Q	T-�#./"

����� ��������������

���� 	


��� ��%�&� ��%��&� ��%�&� ��%��&� ��&'(� )�

��� �� ���� �� ���� ���� ���� �����

��� �� ���� ���� ���� ��� ��� ������

��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ������

��� �� ������ ������ ��� ���� ���� �����

� *+,� ���� ��� ��� ���� ���� ������

� *-,� ��� ���� ���� ���� ���� �����

���	����


"

"

"

"

"

"
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�������	�

⾼齢者夫婦世帯については、年々増加し、平成 ¢� 年では � �&¤ EcQ	T-�#./" " "

��7�eEc���yz�K+�3\.%0Q(<kK,#./"

� � � � � � � � � � � � � ����� ������� � � � � � � � � ������	
 �

��� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��

���!"
�� ������ ������ ������ ������

（資料）国勢調査�

����������

後期⾼齢者については、年々増加し、平成 ¢�年では �& �£¤ MQ	T-�#./yz��

`EF(z���7�	T-�S3*�K+�3\.%0Q(<kK,#./"

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���!� "#��� ���
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ���� 	
 �

��� ���� ���� ���� ���� ����

./���0� ������� ������ ������� ������� ������

（資料）国勢調査�

�!�4567�/�23�

°±®²W°±l�7E� ¡¢�年４⽉現在 & �'¢MQ	T-$�� ¡�£年の ¢ �'%

M6+� �*& [�3\2-�#./"

���$� %&'()�����

"

���	!"#$%&'()*+,-./01�23 45 6�789 3�:;6	
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�
�� ������������� 

�� 

�$�89:�;<)�23�

 ¡ ¢� 年４⽉１⽇現在、障害者⼿帳を所持している⼈の総数は % &�& MQ	T-$��

1oewBm7ên�o7( & &£&⼈、療育⼿帳所持者が � ��£ M�pqBm7®¯CDê

n�o7( £�� MQ	T-�#./"

ùdB(�d$ooÁV�%3*���(�r�B(�;%Md�E	�#;ç

が、概ね市⺠の &*¢a��#� ¢&M��M(s+6B(�dt2-�%0Q�	�#./"

� � � ���*� +,��-��.+/�0123�4�56 ���� � � � � � ���� 	�

����
�123��

�4�5�

6723��

�4�5�

8923��

�4�5�
:�)�

	5;<�

=>�?:�

��� �� ����� ���� ���� ������ ���@�

��� �� ������ ��� ���� ����� ��@�

��� �� ������ �� ���� ������ ���@�

��� �� ������ ��� ���� ����� ���@�

��� �� ����� ����� ��� ������ ���@�

���	<;=>?@AB�CDEF�23;6GHIJ	�

�

�=�>?@�23�

YZ &£年に合計特殊出⽣率が２を割って以来、全国的に依然として少⼦化ut�;�#./

本市では、近年、上昇傾向にありますが、以前として２を割っています。"

� � � � � � � � � � ���7� 89 ���� � � � � � � � ���� 	�

���� ���� ���� ���� ���� ����

AB0� ������ ������ ������ ������ ������

�

���:� ;<=>89?����

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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����@� ABC� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	>?@�789 3 45 6GHIJ	�

�

�A�B�C6DE01�23�

" " " " �uGH®±vwEc�vw7d���-E� ¡ ¢�年度以降、リーマンショックの影

x:3\2#2たが、近年、やや減少傾向にあります。"

その中でも、⾼齢者世帯の割合が増えてきており、地域とのつながり（⾒守り、居場所）

(cW�	T-�-�#./"

������ 9DE'FG� HI9DE'?����


 
 
 
 ���� ��	
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	��� 	
��	� 	
���� 	
	��� 	
	���

����	� ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ���� ���� ����

������ 9DE'FG�HI9DE'?����
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 ¡ ¢� 年 � y��Ú-��u:X+2-�%z{ME � �'� MQ	T-$��M��

Î*%Í�E '*�a:./{Õ�O%Q�|È}~( ¢ �¤¤ MQ¨VRS�z{M��7v

w ¤%*%adÎ*-�#./�Ë�"É�Ø{V � ��� MjzQRS���?}?{�?}

?vw:� ¤ '�� MQ	T-�#./"

������ L�ML�NO��

���� 	 

CD� 5;� CD� 5;�

EFGH� ������ ICJKL� ����

MNOPQ� ������ RSTGTJSTGT� ����
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XHY� ��� Z[O\� ��

]^_`� ���� a�b� ����
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�I��JK�23�

⼩牧市では、町村合併などの歴史的背景のもとに、⼩牧南部・⼩牧中部・⼩牧⻄部・味岡・

篠岡、北⾥の６地区に分けられています。この地区割は、⺠⽣委員・児童委員の協議会など

�ªQ	T-�#./#3�0���E�°±®²³´���$�%!��GH��}

:V;%0Q6+���<=�µ�É�Ã���V	T-�#./"

地区別にみると、北⾥地区の⾼齢化率が ¢%*&aQu�:¨V�S	T-�#./����

は、桃花台ニュータウンを含む地域である篠岡地区の⾼齢化率が非常に⾼くなることが予想

K,#./"

����!� P	���

��� Sfg�� Ufg�� hfg�� ijg�� kjg�� lmg�� :)�

	5;�5 � ������� ������� ������� ������� ������� ������ ��������

��no�p � ���� ����� ����� ����� ����� ����� �����

qrstuv���� ������ ������ ���� ����� ������ �� �����

����w
�� ����� ���� ������ ����� ������ ����� �������

./���� ����� ����� ������ ������ ������ ������ �������

xyz{J|� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

x}~{%�� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ������

���	>?@�789 3 45 6GHIJ	


"

（９）災害時避難⾏動要⽀援者名簿及び台帳の登録状況�

⼩牧市では、災害対策基本法に基づき、災害時避難⾏動要⽀援者名簿を作成し、第三者への

提供の可否について確認した結果を取りまとめた台帳を区⻑、⺠⽣委員・児童委員、⾃主防災

b��h�¥�����xbCDñòb���2-�#./"

⼀部の地域では、配布された台帳を活⽤し、平常時の⾒守りはもとより、災害時の⽀援のあ

�Á�Awð���-��K,-�#./"

"

����$� Q/RSTUV%WX�YZHI[1�NO� �

D����0� ������

� a���� � �����0� �����

��o� ����@�

���	�年 �
 ������

�

�

� �



�
�� ������������� 

�� 

�LM�����N+OP<Q����R�23�

①⺠⽣委員・児童委員�

 ¡ ¢�年 �¢yÚ-��£'⼈の⺠⽣委員・児童委員が委嘱され、さまざまな活動d2-�

#./è	H^�üQ2-E��µdcW.%ÁS��������a_Só��·	


�Rû��T-�#./"

#3��¤⼈の⽅が主任児童委員に指名されており、区域を担当する⺠⽣委員・児童委員と

óô2���CD��3*�H^d��2-�#./"

" " " " " "活動⽇数については、年々、増加傾向�;��A4�dmèH^{��CDH^(Î*

ています。活動内容は、⽇常的な⽀援、在宅福祉が多く、その⼤半が⾼齢者を対象とするも

�	T-�#./"

����*� \9]^�_`]^� �

���� 	


��� Sf� Uf� hf� ij� kj� lm� :)�

�B��J����� ��� �� �� ��� ��� �� ���

� � *������� �� �� �� �� �� �� ���

���	�年 �	 ������

�

�

����7� \9]^�_`]^�DVab�

"
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②⽼⼈クラブ�

平成２８年４⽉１⽇現在、市内には、�� �w�' ¤�& 名の⽅が区を単位に組織された⽼⼈

�È|�\�2-�%45:.(��wd�b\dQV�$�ut�;�#./"

����:� c�defg6 HIh^ �


 ����LMN 	


��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�10� ��� �� �� �� ��� ���

��0� ������ ������ ������ ����� ������ ������

（注）各年度４⽉１⽇現在�

�

�

��������

 ¡ ¢� 年 ¤ y ¤� �Ú-�u��E ��¤ �w�& ¢££ M� Md¼p�(xbCDñò

bÇÈÉÊË?�É�Ã���d2-H^2-�#./"

����@� iejklmNOab�

��� �1�
���0�

+,� -,� )�

����y��� ��� ��� ���� ����

23���y��� ��� ��� ���� ����

��J����s� ��� � ���� ����

��J��� �� ���� �� ����

��J���Y��Q� �� ���� ��� ����

�nJ ¡J¢£¤� ��� ���� ���� ����

¥¦J§���s� ��� ��� ���� ���

¨5� ©� ©� ©� ����

Gª«T¬�� ©� ©� ©� ������

)� ��� �1� ���� ������ ����

（注）個⼈、ジュニア奉仕団の男⼥別は不明のため、男⼥合計と登録者数合計は不整合�

�

④市⺠活動団体�

 ¡ ��年４⽉に市⺠活動推進条例が施⾏となり、同年６⽉には市⺠活動センターを開設し

#23/ ¡ ¢�年８⽉現在、「市⺠活動団体」として �¢��w(��2�K#L#	H^(

åæ#,-�#./"

�

�

�

�

�



�
�� ������������� 

�� 

⑤⾃治会加⼊率の状況�

⼩牧市の⾃治会加⼊率については、近年、微減しているものの、依然として８割を超えてい

%45:./A3*�«¬u�$�%��H^RS(�m¡b(ØÙQ	T-�8K,

ているところがある⼀⽅で、集合住宅等において、未加⼊者も多く、地域のつながりの希薄

化が懸念されます。

������ nohpq?

��	


��� ���� ���� ���� ���� ����

®¯�°±o� ����� ����� ����� ����� �����

�

�� !"#�

�u:E�低下した地域の“絆⼒”を⾼め、区をはじめとした各種地域団体や地域住⺠の⽅々が

連携・補完しあい、区より広域で地域活動を効果的・効率的に⾏う新しいコミュニティ組織とし

て、⼩学校区単位で地域協議会の設⽴を目指しています。

 ¡ ¢�年８⽉現在、３つの⼩学校区（陶⼩・篠岡⼩・⼩牧原⼩）で設⽴されています。

�

$%&'()*+����

安全・安⼼のまちづくりの推進のため、住⺠⾃らが防犯パトロール隊を結成し、地域に⾒守

�d¼*3hiH^d�82-�#./"

 ¡ ¢�年 � yÚ-�u�: �' �w(æ¢K,-�#./"

�

,� -.�/0����

地区の会館等を利⽤した世代を超えた交流活動に対して助成を⾏う地域３あい事業を実施し

-�#./ ¡ ¢�年度は、全 �¢£�Ø %£ ��:å�æO(�8K,#23/"

"

123.�4�5�56)�����

住⺠の⽣きがいづくり、閉じこもり予防及び健康維持・増進などを目的として、地区の会館

等を利⽤した『ふれあい・いきいきサロン』活動を進めています。平成 ¢�年 ��y��Ú-:

u� &�箇所において開催されています。内容としては、茶話会、会⾷会、レクリエーションな

ど地域の実情によってさまざまな活動が⾏わ,-�#./"

#3��Ã£¤É�H^d�8.% ¥¦§|M�¨É£©ÃªÅïL«¬Qóôñ�d���

サロンの飲み物、茶菓⼦などの⾷料提供を⾏っています。なお、平成 ¢�年４⽉からは、�¢ M

ÇÈÉÊË?Áの協⼒により、提供を受けた⾷料の仕分けを⾏っています。"

� �
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３．市⺠意識調査からみた状況�
�

�� 789:�;�<=�

�n�M(«¬uE�!��H �̂m

¡bH^�hiH^	
��ÇÈÉÊË?

H^(HÝ	#o}gQT-�#./"

�

�

�

�

�

�

②住⺠同⼠の関わりについて�

住⺠同⼠の関わりを必要だと思う⼈が、

j®���4�dÎ*-�#./"

�

�

�

�

�

�>��������?@A�BCDE�

ÇÈÉÊË?H^S¯\VtE�!°]

¯\23�}MEj®�±��²32-�

#.(�!¯\:�	�}!¯\23S	�}

M(3 -�#./"
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あげる⼈が最も多く、次いで「年齢、障が

�t»	
�_³	SUV(X+;%�

域の居場所づくり」、「⼦どもの⾒守りや防

iH^��}d©l%M(RS	T-�
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として、半数が「寄付、募⾦への協⼒」を

;l-�#.(�AÔ!��#���

îªÉïê½�}!�@-�µ{�
V

E¾}(RS	T-$��K#L#	H^

�_2-�T-O3�Q2-�#./"

�

$[\]Scd]?e;��[^�f�
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ら、地域の⾏事などに参加したい」など、

��H^�¯\23�QÀ -�%M(

�L��LÍ�:�%0Q(`6�#./"

�

�

�

�

�

�

,[\]Sjkl9� �ghbe;�
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Ø¼G(�jmÀ���[\Q2-:

�%0Q:E�4�(!¼ÁGÂ��

���E:�%Q1}d;l-�%Ô�

「災害発⽣後ある程度落ち着いた時点で、
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Q.%M(�dV�%0Q(`6�#./"
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 �:;�12�

�uÚ4�市⺠意識調査や団体ヒアリング等から出された意⾒などをもとに、以下の３点

dyzI½õöQ2-#Q*#23/"

"

������ ��	
����������	���

○各地域において、地域におけるつながりの機会となる交流会やイベントなどが開催されてい

ますが、住⺠にとっては、地域福祉活動というものに対して敷居が⾼いと感じたり、なじみ

がないといった意識の⼈が多くなっています。"

A3*���CDH^E�e�:�¯\2�.�V:;%0Q�?���T-E�Å�

��CDH^�¯\2-�%(�A,(��CDH^gQÆk�-�	�ÁSÇÆk�ÇdÈ

すため、現在の地域の交流会やイベントなどの場において啓発していくことが重要です。"

ÉxbCDñòb:E�ÇÈÉÊË?H^d�82-�%Ád�	��n¶äQ����jm{

hj_ó�B(��Ê�bd�82-�#.(�¯\7dEËÌ�45:;��Ê�b

ÊÃÍ��üdÎf.%cW(;�#./"

Éu�xbCDñòbE���CDH^ÏàÜÝd¼*�82-�%ÐjÑÒ	
deÑ-�

��CDH^ÜÝ0ÓÈ6d��2-�#.(���RS��CDH^Ô�êdÕ

®.%3*�f3	Á9d��.%cW(;�#./"

" " ○認知症や障がい者（児）への理解を⾼め、住⺠同⼠が⽀え合いながら⽣活していくためには、

CDÛ@Æ�(cW:./"

○市内の中学⽣２年S?É>Ãï�Ö��%Q�� &�a(ÇÈÉÊË?H^S¯\ë×(

;��#3���[\Q2-s+6âÍdÖ323�QÀ -�%GÂ(RS�#./

Ø¼GV��[\Q2-��H^�ØÙ��¯\:�%�1�µ2-�SQß����

CDH^�Ô�êQ2-@¡2-�S@Ad· -�S0Q()*+,-�#./"

" "
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"

������ ���������� !���

○サロン活動、⾒守り活動など、住⺠主体のさまざまな活動が⾏われていますが、地域におい

-こうした活動の認知度を上げていく必要があります。"

É���$�%H^���d���Ö��H02-�S3*�E���H^7��wÓË

�	(�d��.%cW(;��A3*ÚÃÛËþÃïaX(IW�	T-�#./"

É5ÜS2Ò�b8deÑ-�� ����%��kS����t��ÅÝ��CDH^

�À Ádßt2�CDn¶H^g�:	S�hi�hj	
d¼*���R�	H^

Q�	(�d'l-�S0Q()*+,#./"

É��CDH^���-E��µK,%Þ��µ.%ÞQ�T3âÍdß�.%:E	S�

A,Z,(:�%0Qdà�	(+���xb[\Q2-má�¯\:�%âæOkS�

(IW:./"

É���$�-K#L#	H^d��.%3*�E��µ(cW	Á��VcWQ	�#.

が、その情報管理、情報の出し⽅等に課題があることから、そのあり⽅について、整理が必

W:./"

"

""

����"� #$%&	'()*+�,-./01���

É��7e�	>?�Q2-�ÂãÉd�F.%^�(3 -�-�#./[Á:�°±®

険法の改正に伴い、住⺠が主体となるサービスの創出も期待されています。今後は、住⺠主

wÂÃÄÅ(ä^�{å�����K,%�ækS��µ(cW:./A3*�E�

地域で展開されるサロンの⽴ち上げの⽀援や、既存のサロンが継続していける⽀援が必要で

./"

#3���K#L#	M(� %?Q2-H0K,%�1�®¯ç�AÔ��èé

遣や活動のアドバイスなどの⽀援を⾏っていくことが重要です。"

○⽣活のしづらさを感じている住⺠が少なからずいます。その中には、⾏政サービスだけでは

対応しきれないものもあり、地域住⺠で⽀え合える仕組みづくりが求められています。"

ÉÃ難⾏動要⽀援者台帳を、台帳の活⽤⽅法や地域の⾒守りネットワーク構築のためのマニュ

?~Q;`;-�����2ました。避難⾏動要⽀援者への⽀援は、災害時にすぐに実施で

きるものではなく、平常時からの備えが必要であり、地域住⺠が主体的に⾏うことが期待さ

れています。まずは、地域の状況にあわせて台帳の活⽤⽅法や⽀援⽅法等の検討を⾏うこと

(cW:./"

"
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�� 

�����������

１．基本理念�

本計画は、本市において、地域と⾏政が協働で「⼩牧市にあった地域福祉モデル」の構築

dqr.��:./���(qr.»�s���-E�~����C祉計画からの理念を踏

ê2#./"

"

������� 助け合いの輪でつながるまち� �	
�
"

"

基本理念の趣旨は以下のとおりです。"

"

Éこの基本理念には、⼩牧市に住む⼦どもから⾼齢者まで、誰もが住み慣れた地域で

åÙ2-X+2-��%��kS�d��.%�(×*+,-�#./"

É地域には、⽣活や健康に不安のある⼈、⽣活がしづらいと感じている⼈、育児不安

dë 3�@-��	
s+6ÂÃÄÅ��µ(cW	MV�#.(�0�1

	MV¼*�UV(CD���� (cWQ	%TX�(;��CD�� ��

E[¥M3og��ö:E	S�[¥Mg�3*V:V;�#;ç/"

É��:� ��{����E�!�µ.%M}!�µK,%M}Q�T3ß��	

_³:E	S�UV(��[\:;��� %Þ�V�� +,%Þ�V	%0

とが考えられます。これらの意味を『あなたが主役』という⾔葉で表現しています。"

ÉUV(NOP,3��:åÙ2-X+.3*�E�Ï�	ÂÃÄÅ��µg�:	

く、地域住⺠同⼠($Þ������{� �T-�SâæO�@A(cW:;��

��" 住⺠、関係団体、⾏政などの関係者が「つながる」ことが重要となります。

これらの意味を『助け合いの輪でつながるまち』という⾔葉で表現しています。"

"

"

"

"

�

�

�

�

�




������� 助け合いの輪でつながるまち� �	
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����<=�
�
基本理念として定めた、『あなたが主役" 助け合いの輪でつながるまち" 0#�8d�Ú.%

3*������qÒ�ìT-å�æOd�*#./"

"

"

�

�
V6+��7#:����X+.�.»-M(A,Z,:�%0QdH62-�

ともに⽀え合って⽣活していることの理解を深めるよう働きかけていきます。"

;`;-���:GH.%M(����$�%H^�¯\2�Ô�êQ2-Hí:�%�

1�&'�¯\�T6�kS����Ô�ê@¡d�*#./"

#3�K#L#	H^7��.%ÏàÜÝ�H^7���	(��þ�ï�Ã���d

¸%0Q����y#:H^&d'l���Æ�23H^Q	%�1�µ2#./"

"

"

�

地域住⺠の暮らしを⽀えるため、区を基本とする地域福祉活動の充実化に向けて⽀援しま

す。また、地域で活躍している団体等の活動情報や地域資源を洗い出し、地域住⺠と共有し、

��::�%0Qd¾2�1abdF�-��#./"

#3�mn3o��;%»�s�qr.s	
���-V¾2���A�Ú�t��

��CDH^de23��kS�d�µ2#./"

�

"

�

��M()*%÷Ãø(R��2-�%Ø:�Ï�	ÂÃÄÅg�:E	S���:

����	
�地域に期待される役割が⼤きくなっていることへの理解を深めます。"

特に、住み慣れた地域で誰もが住み続けられるよう、住⺠主体の活動の活性化を図ります。"

また、これらの住⺠主体の活動が、安定的に継続的に持続できるよう、基盤づくりを進め

#./"

"

"

"

"

"

"

"

"
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���STU:�V�WX�

"

市⺠意識調査・地域座談会の声�

・市⺠意識調査では、中¼GV���[\Q2-s6d23�QT-�%0Q(î�23"

・中学⽣だけでなく、⾼校⽣、若者が、地域で活躍できる場・機会が少ない"

・隣近所のつきあいが希薄化しており、⾃助、Þ�の⼤切さを改めて考える"

・認知症やさまざまな障がいなどについての正しい理解と認識が必要である。正しい知識がない

3*��ý�¹%0Q(;%"

XY���

����78~��
V�

� � Z@A[T\)]
�^_�`a�

É«¼G�Ø¼G��ÁGïEF��2-�¼ÁÓQxbCDñòb�xbCD8F(ó

携し、交流や体験を通じて正しい知識を学ぶ機会の提供を図ることで、児童{GÂCD

Ùd@ç:��#./"

○児童・⽣徒と、⾼齢者や障がい者との交流やスポーツなどを通して、お互いの理解を深め

%abÆ�d¸�#./"

�	
����� ������������������

"

� � b��cde	
��f�gh�

ÉGð¼ñ	
�K#L#	abdeÑ-�lòó�K#L#	B(����-¼áab

Æ�d¸�#./"

○地域福祉を⾝近なものとして感じてもらえるように、地域の⾏事や防災訓練などのイベン

ï�$�-�ÜÝH^d��2#./"

É}ô÷?õâ�ö�GÓ:9¡23ÇÈÉÊË?�w!ÚÚÇÈ}�1��Ø¼Á" "

ö´zVÇÈÉÊË?H^(^�+,%@Ad·Ð.%QQV����[\Q2-��

域のさまざまな活動やイベント等に参加できるよう働きかけを⾏います。"

�	
����� 社会福祉協議会、市、地域住⺠、学校�

"

� �

�

������������������������ �������������������������	
�	
�	
�	
�
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������4��?@�
V�

� � Zi*jkl[�m`�

Éu�xbCDñòb(óô2-�ÐjÑÒdØÙ���82���CDcW����C

祉活動の状況等を伝え、福祉意識を⾼めます。"

É��:å�æ#,-�%H^d÷ò.%3*�u�xbCDñòbøÃ7ùÃ}�'�

úÓ���'�.%QQV���®û	
dH023��mè�	ÏàÜÝ�µd

⾏います。"

�	
����� 市、社会福祉協議会、地域住⺠�

"

� � bnopqrsotu%jvotwxr%/xoyu%�z{�

○地域住⺠が認知症や障がいの特性などについて正しい知識を学び理解を深めることにより、

誤解や偏⾒をなくし、⾼齢者や障がいのある⼈など⾒守りや⼿助けが必要となる⼈が地域

で普通に暮らせる社会をめざすノーマライゼーション理念の普及に努めます。"

É��つながりの必要性を再認識するとともに、すべての⼈々が健康で⽂化的な⽣活を送

ることができるよう、社会の⼀員として“包み⽀え合う”理念、üÃ6ý~îÉ�~Ã}þÉ

の理念の普及を促進します。"

�	
����� ����������

� � "

|��r}%2�~��

ÉxbCDñòb、市⺠活動センター、地域のボランティア団体などと協⼒し、地域住⺠の

福祉意識を⾼め、地域活動への参加を動機づけることなどを目的として、市社会福祉⼤会、

福祉展、介護展、市⺠活動祭、「ボランティアの想いをつなぐグループミーティング」など、

ï�îªÉïd��2-��#./"

�	
����� 市、社会福祉協議会、市⺠活動センター、社会福祉施設�

� "



���� ����� 

�� 

���)Y�ZX[\]�

市⺠意識調査・地域座談会の声�

{�w��
�1	�:¯\.,Ì��6`6+	��¯\23�(��2k+��"

市⺠意識調査でも、何らかの活動に参加したいが、参加できない⼈が多いことが判明した"

{��(�,Ì�¯\2�.�(�[M:E��k+�"

{¯\2�.��T6���ÆkS�(cW:;%"

{����Q�1����Ý:;T3��Æ��¯\:�%VS��(R�"

{H^	É¤Ã(���{ß��2-�%"

{H^S¯\VtQ�
H^�����%ÚÃÛËþÃïâ(cW:;%"

{H^d�*�ä^.%3*�E�Ã�Ã(cW:;%"

XY���

��������H��BC�@�v��

Éè����!è?}Q�1>?�d��#./èz>?�Q2-�´µ{¼ñ?	


VÀ +,#.(���Q�	(��G�(�Q�1½:E���CDH^{ÇÈÉ

ÊË?H^E���[��	�#./A3*�AH^?��H^S¯\abk

S�d��2#./"

○「団塊の世代」は、さまざまな知識や豊富な経験(;%M(R�0Q6+���CDH^

の担い⼿として活躍してもらえるよう、定年退職前後の年齢を対象とした講座などを開催

2�¯\�T6�kS�d�µ2#./"

É��CDH^E�!$V2��}!�2�}Q�Ñ+,%0Q(H^^ak��ä^SQ

�	(%0Q6+�A,+W����23¯\abd��2-��#./"

�	
����� 社会福祉協議会、市⺠活動センター、市�

"

��������������

Z�K�����!��`a�

ÉK#L#	��CDH^¯\S^ak�Q	%�1�xbCDñòbÇÈÉÊË?�É

ターと連携し、ボランティア活動の状況や参加機会等の情報提供を⾏い、活動への参加を

��6�-��#./"

ÉuQxbCDñòbE�ÂãÉH^Æ�3*�N¡23!��>?�³�}�!Â

ロン⽴ち上げマニュアル」のように、地域の⾝近な課題の解決に向けた情報誌を作成し、

H^d�µ2#./"

�	
����� ����������
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b����K�����

○社会福祉協議会ボランティアセンターや市⺠活動センターは、ボランティア団体や市⺠活

^�w�¥¦§ 法⼈等）の⽴ち上げ、運営などについて、そのノウハウを活⽤して⽀援して

��#./"

�	
����� 社会福祉協議会、市⺠活動センター�

"

|��hi*�O�~��

○市⺠の地域福祉活動への参加意向は⾼く、参加へのきっかけづくりが重要であることから、

社会福祉協議会やさまざまな関係機関と協⼒して、さまざまな活動の担い⼿養成講座など

を開催し、担い⼿の育成⽀援を⾏います。"

○専門的な知識やスキルなどが必要な場合は、社会福祉協議会と協⼒して、⼿話通訳、要約

�����	
Ú�ô÷>Ã6þÉ�µM�@¡��*#./"

����	
����� 社会福祉協議会、市⺠活動センター�

�

����� �?@M
Vw��*�*����

ÉÇÈÉÊË?H^('(��HÝ	H^d��.%3*�E���CDH^��âQ	

るリーダーの役割が非常に重要です。このため、社会福祉協議会と市⺠活動センターが協

⼒してリーダーの育成に努めます。"

�	
����� 社会福祉協議会、市⺠活動センター�

� �



���� ����� 

�� 

�

�

�

�!�^_`a����bc7�

市⺠意識調査・地域座談会の声�

{mn��:�åæ#,-�%H^d�*-òT3"

{mn3o��S_Ù(]�M(R�"

・地域により課題が異なることから、地域住⺠の関⼼や地域に必要な活動が異なる"

{����d %ab�õö	
d¾2�1?(�	�"

{A,Z,��_���`;�cWgQ�Ñ%H^d�w��¾2�1?(cW:;%"

XY���

����� 9����2Oe��#�����

○地域住⺠が課題や地域に対する想いを出し合い、共有し、必要があれば、具体的な取組み

��	l-�S0Qdq�Q2-�5ÜS2Ò�b8d��2-��#./"

É5ÜS2Ò�b8¯\7(ß��2	��1�#3���Ë�	(��þ�ï�Ã

��(¸,%�1�ÜS2Ò�bê|d! 	(+��82#./"

�	��	
����� 住⺠、社会福祉協議会、市�

�

����� Y�A��5���

Émn3oNç:�%��÷Ãø�õöd"#2�ßt.%3*�H^7(�#T-�

意⾒交換を⾏う事が重要です。そのため、区⻑会、⺠⽣委員・児童委員、⽼⼈クラブ、婦

⼈会、ボランティアなどに対し、情報提供を⾏いながら、参加の働きかけを⾏います。"

� � � �	
����� 住⺠、ボランティア団体、社会福祉協議会�

�

�����* �y*¡*�¢�rs�

Z�市⺠活動センターの機能の充実�

○市⺠活動センターは、市⺠活動の総合的な拠点として、市⺠活動に関する情報提供やセミ

ナーの開催、市⺠活動団体等の設⽴に関する相談などを通じて、市⺠活動を⽀援していき

#./"

�	
����� 市⺠活動センター�

�

������������������������ ���������������������������������������������	
�	
�	
�	
�
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b��.2�o/�(�����

○社会福祉協議会や市⺠活動センターは、ボランティア団体やＮＰＯ法⼈などが連携・協働

2-H^d�*%?���A,+d�	$����Ö�	H^��d�µ2#./"

�	
����� 社会福祉協議会、市⺠活動センター、ボランティア団体�

|����������������

É����Ý%����H^7���Q��è	
d�	¿âÍdÖ3.QQV���

�õö解決に向けた具体的な地域福祉活動の⽀援を⾏うコーディネーターとして、地域

⽀え合い推進員を適正に配置し、地域の活動が活性化されるよう、活動⽀援を⾏います。"

�	
����� �����������������

�

���������(��

ÉÇÈÉÊË?�wRSEmè��H^2-$����ßt	
Ë�	(�(&n:

はありません。「受け⼿も担い⼿も地域住⺠」といった地域におけるボランティアの推進を

図るため、⾝近な地域でボランティアの交流、情報交換が⾏える場づくりを推進していき

#./"

�	
����� ������������ !"��

� �



���� ����� 

�� 

（４）交流活動の推進�

市⺠意識調査・地域座談会の声�

{��k�;�(���2�;�K�d'`.0QV$T-�3"

・認知症や障がいについて、正しい知識を学ぶ機会が必要である"

・⽇本⼈家庭と外国⼈家庭の交流が少なく、お互いが理解しづらい"

・認知症や障がいについて、地域の⼈が正しい知識がないため、偏⾒をもったり、対応に困るこ

Q(;%/#3�·³7E��Ø:(�3Ý-�	%0QV;%"

{Ø¼G?É>Ãï:E�Ø¼G���M(;�K�dØÙ��2-S,%��)
���

H^Ó��2-�¯\Vt(��"

XY���

����.�£:¤@4¥���
V�

Z������K����

○住⺠が地域に関⼼をもち、地域の⼈を知ることによって、地域の⼀員としての⼀体感を持

-%�1�	�#./#3�;いさつを交わし、お互いに顔⾒知りになることは、犯罪の

*ð�V�	(�#./�
V6+��7#:�UV(Æ��;�K�d'`;%�1�

��vw:;�K�º^d'*-��#./"

�	
����� 地域住⺠�

�

②地域の⼦どもへの声かけ・⾒守り�

○普段のあいさつはもちろん、通学路パトロールや交通安全指導、地域住⺠と学校との交流

などを通して地域の⼦どもを知り、⼦どもへの声かけや⾒守りを進めます。"

�	
����� 地域住⺠、学校、ボランティア団体�

�

����地域３あい事業など世代を超えた交流活動の推進"

Z�世代間交流の推進�

○地域住⺠が⼀緒に活動に関わることでつながりが⽣まれます。区が⾏うさまざまな交流事

業（地域３あい事業、三世代交流事業など）の充実・推進を図ることにより、⾝近な地域

�$�%EFd+ 3_³kS�d�*#./"

これらの活動に⺠⽣委員・児童委員、ボランティアなどのさまざまな⼈が関わることを通

Ñ-�H^QH^�H^7��d�	¿�µd��2#./"

�	
����� 地域住⺠、ボランティア団体、社会福祉協議会、市�

�
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b�伝統⾏事・祭りなどを通じた交流�

○⼦どもたちは、多くの伝統⾏事や祭りに参加することで、地域の歴史や⽂化を学ぶととも

に、⽇ごろ接することが少ない地域の⼤⼈や異年齢の⼦どもと交流することができます。

また、これらの⾏事は、転⼊してきた⼈々との交流のきっかけともなります。さらに、運

営に参加したり、新しいイベントを⾏うことで地域の⼈々の新しいつながりが⽣まれます。

このため、これらの伝統⾏事や祭りなどを通じた交流を推進します。"

�	
����� 地域住⺠�

�

|����� ����

É�u�ERSz{M(X+2-�#./$Þ��ò��1�T6�Q2-�地域の⾏事

や祭りなどがあり、それらへの参加の呼びかけを⾏うなど、外国⼈が地域活動へ参加しや

.�@AkS�d��2-��#./"

○企画段階から外国⼈と協⼒しながら、ともに参加できる交流活動・地域活動の場の提供に

努め、相互理解を深めることで、助け合い、笑顔で暮らせる地域づくりを推進します。"

É�,��îªÉï��z{M�
V(¯\:�%?d�S%	
��
VR-�ß

Gdýµ2#./"

�	
����� 地域住⺠、ボランティア団体、市�

�

����\¦§b¨©eG?@�ª�"

Z�@A[�T\¡��

É学校の⾏事に地域住⺠が積極的にかかわる機会を提供するなど、地域住⺠と学校等をつな

¿å�æOd��2#./"

�	
����� 学校、地域住⺠、ボランティア団体�

�

b�¢£�T\¡��

○企業は地域の⼀員として、さまざまな社会貢献活動を⾏っています。企業と地域の交流活

^dÈ�2�ñ.2-��CDH^d��2#./"

�	
����� 企業、地域住⺠、社会福祉協議会、市�

� �



���� ����� 

�� 

（５）相談体制の充実や権利擁護の推進�

市⺠意識調査・地域座談会の声�

{��/�(����;%(�
0���2-��6`6+	�"

{¹T3M(�-V�
0��	�:��6`6+	�"

・市⺠意識調査では、⾼齢者の総合相談窓⼝である地域包括⽀援センターの認知度が低い割合に

	T-�#."

XY���

����Fe�� «¬Impq�}N�

Éè���7d�	��NO	,3���$�-mn+2�X+2d^�%0Q(:�%�

う、医療や保健、福祉、介護等の専門機関や地域が連携を図り、地域全体で、⽀援やサー

ÄÅ(��:�%�1!��<=>?6ÅÊ7}9:�GH¹º7��.%!GH¹º

者⾃⽴⽀援制度」など、それぞれ取�æOd��2-�#./0�^����<=>?6

ステムなどを着実に進めながら、全ての地域住⺠の多様なニーズに対応できる「全世代・

v�	1��<=�µwð}9:�t��_³�wÓQóô2���2#./"

�	
����� 市、社会福祉協議会、地域住⺠、ボランティア団体、事業者�

�

�����®¯4pq�rs�

Z�¤+¥J�`a�

É��7�B(�;%M��@-Ó���-��/�E�Ú-�uâ�)6���<

=�µ�É�Ã�B(�7������µ³´�	
�	7����ü�ýÑ3/�dF

�-�#./⼀⽅で、近年、複雑化・困難化する課題について、どこで相談してよいかわ

6+	��#�E¾d2�-S,%Q0�(cWQ�T33V26,#./A3*��

�e�	ÂãÉ	
(�n¶��	d�`��~[��/��	��cW�ýÑ-�

����a_��	¿Q�T3âæO(cW:./A0:�������è(ÂãÉÓ

に出向く体制を整え、地域住⺠にとって⾝近な場所に気軽に相談できる窓⼝の充実化を図

�#./"

�	
����� 市、社会福祉協議会、地域住⺠、ボランティア団体、事業者�

�

�

�

�
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b�¤+!��`a�

Éuâ�)6�地域包括⽀援センター、障がい者（児）の相談⽀援事業所など、利⽤者の

3\�÷Ãø��ý:�%�1���\Jt©��*%QQV����a_��ó

ôd¸�#./"

○⽣活困窮者の⾃⽴に向けた⽀援を⾏う3*�4�_³¥�à�_³a_Qóôd��.

%QQV������"#{@¡��*#./"

�	
����� ������������#�

� ����権利擁護などの周知・充実�

Z�権利擁護の推進�

○判断能⼒が乏しい⼈の財産や⾦銭管理を⽀援するため、その家族に、⽇常⽣活⾃⽴⽀援" "

事業や成年後⾒制度などの利⽤を促します。"

�	
����� ������������#�

b�虐待防⽌と早期発⾒�

É���$�-�
V���7�B(�;%M	
��.%5Kdh6.%QQV��A

の早期発⾒や早期解決を図るため、啓発事業や⾒守り活動等を推進します。"

�	
����� 市、社会福祉協議会、事業者、地域住⺠�

� "



���� ����� 

�� 

�

�

�

（６）⾒守り活動の推進�

市⺠意識調査・地域座談会の声�

・⾒守りが必要な⼈は地域にたくさんいると思うが、詳細な実態まで把握できていない"

{ M��®±3*��µ�cW	��( +,	�"

・⽇常の⾒守りがあれば、地域で⽣活できる⼈や安⼼して家族が就労できる⼈が多くいる"

・難しいことは出来ないが、「○○しながら⾒守る」などであれば出来る"

XY���

����⾼齢者や障がいのある⼈への⾒守り・⽀援�

Z�ひとり暮らし⾼齢者等の⾒守り活動の推進�

É��Q�	(�d®-%�1�;�K�º^���N⺠による声かけ、⾼齢者同⼠の交

流などの取り組みを図り、孤⽴の防⽌��*#./"

○⾼齢者や障がいのある⼈ができる限り地域で⾃⽴した暮らしができるよう、区を単位とし

た地域において⾒守り体制を整備します。また、訪問や声かけではなく、郵便や電気の点

灯確認など、さまざまな⼈による緩やかな⾒守りを推進します。更に、事業者など関係団

体と連携した⾒守り体制を強化し、重層的な⾒守り体制を構築します。"

�	
����� 地域住⺠、ボランティア団体、事業者、社会福祉協議会、市�

�

b�認知症⾼齢者の⾒守り活動の推進�

○地域住⺠が認知症についての理解を深め、地域で認知症の⾼齢者と家族を⾒守るため�l

òóÂíÃ�Ã7¡d�*#./"

�	
����� 市、社会福祉協議会、地域住⺠、ボランティア団体、事業者�

�

� ����⼦育てと⼦育ちの⾒守り�

Z�¦§¨©ª«	N_¬���

○出産した⺟親全員を対象として実施する保健連絡員などによる⾚ちゃん訪問は、親を⽀え、

⼦どもの成⻑を⾒守ることができるきっかけとなることから、引き続き推進します。"

�	
����� 市、地域住⺠、ボランティア団体、学校�

�

������������������������ �������������������������������������������� ! ! ! !"#"#"#"#$$$$��������%%%%�	
�	
�	
�	
�
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b�⼦どもの⾒守り活動の推進�

○登下校時の事故や犯罪を防⽌するため、地域のボランティアによる通学路パトロールを推

進していきます。また、ボランティア登録に関わりなく、地域住⺠による⼦どもの⾒守り・

目配りが⾏われるよう協⼒を呼びかけていきます。"

○住⺠の防犯意識を⾼め、地域ぐるみの⾒守りを推進し、⼦どもが安⼼して遊べる環境づく

�d��2#./"

�	
����� 市、地域住⺠、ボランティア団体� �



���� ����� 

�� 

（７）住⺠主体の予防⽀援のしくみづくり�

市⺠意識調査・地域座談会の声�

" {¯8kS��°±<h�å�æO3�"

{¯8:G�(�;%GHd9%3*�<hJ½d��.%cW(;%"

{ÂãÉ	
��CDH^���èd����é:2-V+�3�"

・気軽に参加し、実施できる介護予防の⼿段があると良い"

XY���

� ����°±4]5S�?@�
V�

ÉÙeQV�¯8�GH:�%�1��ä�6+¯8{G�(�doT-GH:�%�1" "

⽀援を⾏います。"

É�`EF	
;Æ	��7(13.%3*�<�À�6+°±<h�¯83�å�æ

みを推進していきます。特に、地域におけるスポーツ活動については、世代間の交流を進

め、地域住⺠のつながりづくりにつなげていきます。"

É´µÑÒ�¼ñH^	
�G�(�H^d��2#./0,+H^Ø:f2���

�	(�d'*-��#./"

É!0#�¯8����íîÉï³´}�=>Ã?É¸?¹�!@ABC}dH02�¯8kS

�SåæOd��2#./"

�	
����� 市、社会福祉協議会、地域住⺠、ボランティア団体、事業者�

�

� ����6)�?@�
V�

É����7Ód�	Q23!Ü,;�{����ÂãÉ}(u�ï��:��K,-�

ます。より多くの地域で開催されるよう、⽴ち上げなど必要な⽀援を実施します。"

ÉÂãÉ(���7g�:	S���K#L#	M(� %?Q	%�1���èé:

やフードバンク事業を活⽤した⾷料提供などをはじめ、継続的な活動⽀援を⾏います。"

É¥¦§ |M�³´7(�F.%!�
VDE}�F"#��*%QQV����ßtd" "

¸�#./"

É����E���ÂãÉ(!��CDG½}Q2-aXdoT3?Q	%�1�" " "

¯\7���èÓQcW	�µ9d��2���2#./"

�	
����� 地域住⺠、ボランティア団体、事業者、社会福祉協議会、市�

�

�
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� ����医療や保健、福祉と介護等の連携�

É安⼼して医療やサービスを受けられるよう環境整備を⾏うとともに、サービスの充実を図

�#./"

○医療や保健、福祉と介護等の専門機関や地域が連携を図り、地域全体で介護や在宅医療を

��.%0Q(:�%�1	@AkS�d�*#./"

�	
����� ������������#�

"



���� ����� 

$� 

（８）住⺠参加型サービスの育成・⽀援�

市⺠意識調査・地域座談会の声�

" ・ごみ出しや掃除などちょっとした⼿伝い程度であれば出来ると思うが、何から始めたらよいか

n6+	�/"

" {�
�
�1	¥n:�ê��dcWQ2-�%6n6+	�/0123¥nd¼*3" "

コーディネーターがいると良い"

・ごみ出しや電球交換など、⾜が不⾃由になってから、苦労が多い。"

・公的なサービスでは、対応出来ないことが多く、住⺠のちょっとした⼿伝いがあると安⼼でき

%ME3 %Q12�H3oV���.��°±��è�"

・⾃分のできる範囲で誰かの役に⽴ちたいと思っている⼈が増えている。"

XY���

����住⺠参加型サービスの育成・⽀援�

ÉR��.%÷Ãø�õö��ý.%3*�Ï�	ÂÃÄÅg�:	S�地域住⺠の助け合
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えることが予想されます。そこで、市や社会福祉協議会、市⺠活動センターが連携しボラ

ÉÊË?�ï��wÓ�.�6��Ô�êÕ®�@¡��*#./"

○近年、ボランティアや ¥¦§法⼈等が主体となり、住⺠参加型の互助サービス等のコミュニ

ティビジネスにより地域の課題解決を目指していく動きが全国的に⾒られます。"

" �u�$�-V�⼦育て中の家庭の⽀援などを⾏う�L��ÃÂíÃï�É�Ã�1��

住⺠⾃らがサービス提供者となる住⺠参加型サービスを��2#./"

�	
����� 市、社会福祉協議会、市⺠活動センター、地域住⺠、ボランティア団体�

� "
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市⺠意識調査・地域座談会の声�

" {���4Mj�N��M�Oå�M	
�Pdvけ、災害に対する、住⺠の関⼼は⾼まって
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⾏動をとればよいかわからない"

" ・避難⾏動要⽀援者の把握はできたが、個⼈では限界があり、今後どのように進めればよいかわ
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XY���

����災害時避難⾏動要⽀援者⽀援活動�

Z�災害時避難⾏動要⽀援者の把握�

ÉjmÀ�_�⽀援を必要とする⼈に対し、市が整備する災害時避難⾏動要⽀援者台帳（以

下、「台帳」という）への登録の呼びかけを⾏います。"

また、台帳については、個⼈情報保護の観点に留意し、本⼈承諾のもと、⽀援者同⼠で可

X	6$�ßt2����$�-t��H0:�%�1�µ2#./"

�	
����� 市、社会福祉協議会、地域住⺠、ボランティア団体�

�

b�災害時避難⾏動要⽀援者の⽀援体制の構築�

○台帳をもとに、地域でどのように⾒守り、情報提供や安否確認、避難誘導を⾏うかについ

-�¾2�1abdF�-��#./"

ÉWnt�	活⽤について、⾃主防災組織に働きかけを⾏い、組織の活性化を図ります。"

○災害時に要介護者、重度障害のある⼈などが安⼼して避難所⽣活を送れるよう福祉避難所

Õ®d��.%QQV��CDÃÄ�GHd�µ.%wðkS�d�³´7�ÇÈÉÊ

Ë?ÓQ��2#./"
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����� 市、社会福祉協議会、地域住⺠、ボランティア団体、事業者、社会福祉施設�

�
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○災害時避難⾏動要⽀援者を含めた多くの地域住⺠が防災訓練や講習会に参加:�%�1�

.�6�������åUÕl�ÃÄUV�ÃÄ�ºWwðkS�d�µ2#./"
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����� 市、社会福祉協議会、地域住⺠、ボランティア団体�
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○災害時に、市内外から訪れた災害救援ボランティアが円滑に活動できるよう、社会福祉協

òb�FX.%jmÇÈÉÊË?�É�Ã⽴ち上げ訓練等を実施し、災害時に機能する
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