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第
だい

１章
しょう

 基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

 

 

１．計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

 

近年
きんねん

、少子
しょうし

高齢化
こうれいか

や核家族化
か く か ぞ く か

の急速
きゅうそく

な進展
しんてん

、単身
たんしん

世帯
せ た い

の増加
ぞ う か

などにより、ライフスタイル
ら い ふ す た い る

や

価値観
か ち か ん

が多様化
た よ う か

する中
なか

で私
わたし

たちを取
と

り巻
ま

く社
しゃ

会
かい

環
かん

境
きょう

は大
おお

きく変
へん

化
か

し、家庭
か て い

や地域
ち い き

における社会的
しゃかいてき

なつながりが希薄
き は く

になり、住民
じゅうみん

同士
ど う し

の助
たす

け合
あ

いによる課題
か だ い

解決
かいけつ

が難
むずか

しくなっています。また、

高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

などの支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人々
ひとびと

だけでなく、青少年
せいしょうねん

や中年層
ちゅうねんそう

においても生活
せいかつ

不安
ふ あ ん

やストレス
す と れ す

を抱
かか

える人
ひと

が増
ふ

え、自殺
じ さ つ

や家庭内
かていない

暴力
ぼうりょく

、貧困
ひんこん

、虐待
ぎゃくたい

、ひきこもりなど地域
ち い き

の生活
せいかつ

課題
か だ い

は多様化
た よ う か

・複雑化
ふくざつか

、そして深刻化
しんこくか

してきています。 

一方
いっぽう

で、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の発生
はっせい

をきっかけに地
ち

域
いき

のつながりの大
たい

切
せつ

さが再
さい

認
にん

識
しき

され、住
じゅう

民
みん

の福
ふく

祉
し

に

関
かん

するニ
に

ー
ー

ズ
ず

も多
た

様
よう

化
か

していることから、子
こ

どもから高齢者
こうれいしゃ

まであらゆる世代
せ だ い

の人
ひと

や障
しょう

がいの

有無
う む

、性別
せいべつ

などの違
ちが

いにかかわらず、だれもが住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で、その人
ひと

らしく、安心
あんしん

して充実
じゅうじつ

し

た生活
せいかつ

を送
おく

るための地域
ち い き

社会
しゃかい

における支
ささ

え合
あ

いの機能
き の う

に対
たい

する期待
き た い

が高
たか

まってきています。 

今後
こ ん ご

、地域
ち い き

が抱
かか

える生活
せいかつ

課題
か だ い

を解
かい

決
けつ

するためには、住民
じゅうみん

、地域
ち い き

団体
だんたい

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

及
およ

び行政
ぎょうせい

等
とう

が相互
そ う ご

に協 力
きょうりょく

し、災害
さいがい

時
じ

に関
かか

わらず、「自助
じ じ ょ

」「共助
きょうじょ

」「公
こう

助
じょ

」に基
もと

づく地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を通
つう

じ

て、地域
ち い き

がともに支
ささ

え合
あ

うことができる「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

が必要
ひつよう

です。 

これまで本市
ほ ん し

では、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に沿
そ

いながら資源
し げ ん

や人材
じんざい

などを活用
かつよう

し、地域
ち い き

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

してき

ました。しかし、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の考
かんが

え方
かた

についてはまだまだ地域
ち い き

に浸透
しんとう

しておらず、住民
じゅうみん

への周知
しゅうち

に

課題
か だ い

があるのが現状
げんじょう

です。 

これらの状
じょう

況
きょう

及
およ

び第
だい

３期
き

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

の計画
けいかく

期間
き か ん

が終 了
しゅうりょう

することを受
う

け、第
だい

3期
き

から継続
けいぞく

している課
か

題
だい

及
およ

び新
あら

たな課題
か だ い

へ対応
たいおう

するため「第
だい

４期
き

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」を策
さく

定
てい

す

るものです。 
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２．計
けい

画
かく

の位
い

置
ち

付
づ

け 

本
ほん

計
けい

画
かく

は社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

法
ほう

第
だい

107条
じょう

に基
もと

づいた「市町村
しちょうそん

地域
ちいき

福祉
ふくし

計画
けいかく

」として位
い

置
ち

付
づ

けます。なお、本計画
ほんけいかく

には自
じ

殺
さつ

対
たい

策
さく

基
き

本
ほん

法
ほう

第
だい

13条
じょう

第
だい

２項
こう

に定
さだ

める「市町村
しちょうそん

自殺
じさつ

対策
たいさく

計画
けいかく

」を包含
ほうがん

したものとします。 

また、本
ほん

計
けい

画
かく

は、国
くに

及
およ

び大
おお

阪
さか

府
ふ

の施
し

策
さく

に加
くわ

え、本
ほん

計
けい

画
かく

の上
じょう

位
い

計
けい

画
かく

である「四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

」

に盛
も

り込
こ

まれた保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

分
ぶん

野
や

における本
ほん

市
し

の個
こ

別
べつ

計
けい

画
かく

等
とう

との整
せい

合
ごう

・連
れん

携
けい

を図
はか

り、住
じゅう

民
みん

との協
きょう

働
どう

と

いう視
し

点
てん

で策
さく

定
てい

するものです。なお、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

を推
すい

進
しん

する具
ぐ

体
たい

的
てき

な取
とり

組
くみ

については、四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

が策
さく

定
てい

する「四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

計
けい

画
かく

」と連
れん

携
けい

しながら進
すす

めていくものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

３．計画
けいかく

の期間
き か ん

 

本
ほん

計
けい

画
かく

の計
けい

画
かく

期
き

間
かん

は、平
へい

成
せい

31年
ねん

度
ど

（2019年
ねん

度
ど

）から平
へい

成
せい

35年
ねん

度
ど

（2023年
ねん

度
ど

）までの５ヵ
か

年
ねん

と

し、国
くに

や大阪府
おおさかふ

の動
どう

向
こう

及
およ

び社
しゃ

会
かい

状
じょう

況
きょう

の変
へん

化
か

や関
かん

連
れん

計
けい

画
かく

との調
ちょう

整
せい

を考
こう

慮
りょ

して、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて見
み

直
なお

し

を行
おこな

います。 

平成
へいせい

31年度
ねんど

 

(2019年度
ねんど

) 

平成
へいせい

32年度
ねんど

 

(2020年度
ねんど

) 

平成
へいせい

33年度
ねんど

 

(2021年度
ねんど

) 

平成
へいせい

34年度
ねんど

 

(2022年度
ねんど

) 

平成
へいせい

35年度
ねんど

 

(2023年度
ねんど

) 

平成
へいせい

36年度
ねんど

 

(2024年度
ねんど

) 

平成
へいせい

37年度
ねんど

 

(2025年度
ねんど

) 

平成
へいせい

38年度
ねんど

 

(2026年度
ねんど

) 

平成
へいせい

39年度
ねんど

 

(2027年度
ねんど

) 

平成
へいせい

40年度
ねんど

 

(2028年度
ねんど

) 

  
 
 

第
だい

４期
き

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 第
だい

５期
き

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

 

連携
れんけい

 連携
れんけい

 

 

さ
ま
ざ
ま
な
生

せ
い

活
か
つ

関
か
ん

連
れ
ん

分
ぶ
ん

野 や

に
わ
た
る
計

け
い

画
か
く 

保 ほ

健
け
ん

福
ふ
く

祉 し

分
ぶ
ん

野 や

に
限

か
ぎ

ら
な
い 

 

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

（ 四
し

 條
じょう

 畷
なわて

 市
し

 自
じ

 殺
さつ

 対
たい

 策
さく

 計
けい

 画
かく

） 

な
わ
て
健
康

け
ん
こ
う

プ
ラ
ン

ぷ

ら

ん 

四 し

條
じ
ょ
う

畷
な
わ
て

市 し

食
し
ょ
く

育
い
く

推
す
い

進
し
ん

計
け
い

画
か
く 

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

で

ー

た

へ

る

す

計
画

け
い
か
く 

 

特
と
く

定
て
い

健
け
ん

康
こ
う

診
し
ん

査 さ

等
と
う

実
じ
っ

施 し

計
け
い

画
か
く 

四 し

條
じ
ょ
う

畷
な
わ
て

市 し 

な
わ
て
高
齢
者

こ
う
れ
い
し
ゃ

プ
ラ
ン

ぷ

ら

ん 

子 こ

ど
も
子 こ

育
そ
だ

て
支 し

援
え
ん

事 じ

業
ぎ
ょ
う

計
け
い

画
か
く 

な
わ
て
障

し
ょ
う

が
い
者

し
ゃ

プ
ラ
ン

ぷ

ら

ん 

な
わ
て
障

し
ょ
う

が
い
福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く 

 

介
護

か

い

ご

保
険

ほ

け

ん

事
業

じ
ぎ
ょ
う

計
画

け
い
か
く 

く
す
の
き
広
域

こ
う
い
き

連
合

れ
ん
ご
う 

 

四
條
畷

し
じ
ょ
う
な
わ
て

市 し

地
域

ち

い

き

福
祉

ふ

く

し

活
動

か
つ
ど
う

計
画

け
い
か
く 

四
條
畷

し
じ
ょ
う
な
わ
て

市 し

社
会

し
ゃ
か
い

福
祉
協

ふ
く
し
き
ょ
う

議
会

ぎ

か

い 
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４．計
けい

画
かく

の基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

 

（１）基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

のつながりが希
き

薄
はく

化
か

している中
なか

で、すべての人
ひと

が慣
な

れ親
した

しんだ地
ち

域
いき

で安
あん

心
しん

して暮
く

らし

続
つづ

けることができる地域
ち い き

社会
しゃかい

を構築
こうちく

するためには、地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

のつながりを再
さい

構
こう

築
ちく

し、支
ささ

え合
あ

いの仕
し

組
く

みをつくっていくことが大
たい

切
せつ

です。 

本
ほん

市
し

では、地
ち

域
いき

のさまざまな生
せい

活
かつ

課
か

題
だい

に対
たい

して福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

を提
てい

供
きょう

していますが、公
こう

的
てき

な福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

だけでは対
たい

応
おう

することができない課
か

題
だい

も多
おお

く、地
ち

域
いき

の支
ささ

え合
あ

い「共
きょう

助
じょ

」の視
し

点
てん

からの総
そう

合
ごう

的
てき

な支
し

援
えん

を考
かんが

える必
ひつ

要
よう

性
せい

がますます高
たか

まっています。 

本
ほん

市
し

では第
だい

３期
き

計
けい

画
かく

において、住
じゅう

民
みん

一人
ひ と り

ひとりの人
じん

権
けん

を尊
そん

重
ちょう

することを基
き

本
ほん

とし、課
か

題
だい

を抱
かか

え

困
こん

難
なん

な状
じょう

況
きょう

に陥
おちい

っている人
ひと

を地
ち

域
いき

で包
つつ

み支
ささ

え合
あ

う地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

に視
し

点
てん

を置
お

いたまちづくりに

取
と

り組
く

むため、「みんなの力
ちから

で地
ち

域
いき

からつくる、暖
あたた

かみのあるまち」を基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

として、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

を推
すい

進
しん

してきました。 

本
ほん

計
けい

画
かく

においてもこの考
かんが

えを継
けい

承
しょう

し、人
ひと

と人
ひと

がつながり、地
ち

域
いき

の住
じゅう

民
みん

が助
たす

け合
あ

い支
ささ

え合
あ

いの意
い

識
しき

を高
たか

め、互
たが

いに声
こえ

を掛
か

け合
あ

いながら、それぞれの幸
しあわ

せを追
つい

求
きゅう

できる環
かん

境
きょう

づくりを進
すす

めます。 

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

みんなの力
ちから

で地
ち

域
いき

からつくる、暖
あたた

かみのあるまち 

 

本
ほん

計
けい

画
かく

では、すべての住
じゅう

民
みん

が、年
ねん

齢
れい

や障
しょう

がいの有
う

無
む

、性
せい

別
べつ

、国
こく

籍
せき

などの違
ちが

いを超
こ

えて、地
ち

域
いき

の

理
り

想
そう

の姿
すがた

を共
きょう

有
ゆう

し、地
ち

域
いき

の取
とり

組
くみ

に積
せっ

極
きょく

的
てき

に参
さん

加
か

、協
きょう

働
どう

、連
れん

携
けい

し、地
ち

域
いき

に愛
あい

着
ちゃく

をもって、一人
ひ と り

ひ

とりがその人
ひと

らしい生
い

き方
かた

を実
じつ

現
げん

することをめざします。 
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（２）基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

の実
じつ

現
げん

に向
む

け、以
い

下
か

の４つの基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

を設
せっ

定
てい

します。 

基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

１．地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

を支
ささ

える人
ひと

づくり ～個々
こ こ

の意
い

識
しき

向
こう

上
じょう

～ 

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

を推
すい

進
しん

するためには、地
ち

域
いき

でのさまざまな困
こま

りごとを、すべての住
じゅう

民
みん

が「我
わ

が事
こと

」と

して意
い

識
しき

し、地
ち

域
いき

の生
せい

活
かつ

課
か

題
だい

を身
み

近
ぢか

なものとして捉
とら

えることが必
ひつ

要
よう

です。 

住民
じゅうみん

の福祉
ふ く し

意識
い し き

の向上
こうじょう

のために、福祉
ふ く し

意識
い し き

の啓発
けいはつ

や福祉
ふ く し

教育
きょういく

とともに、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、

地区
ち く

福祉
ふ く し

委員
い い ん

など地域
ち い き

を構成
こうせい

するさまざまな個
こ

人
じん

や団
だん

体
たい

及
およ

び市
し

、社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

等
とう

が協
きょう

働
どう

し、人
じん

材
ざい

の確
かく

保
ほ

・育
いく

成
せい

を図
はか

り、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

を支
ささ

える人
ひと

づくりを進
すす

めます。 

基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

２．地
ち

域
いき

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の仕
し

組
く

みづくり ～「我
わ

が事
こと

・丸
まる

ごと」の地
ち

域
いき

づくり～ 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するためには、顕
けん

在
ざい

化
か

しない小
ちい

さな地
ち

域
いき

の困
こま

りごとや支
し

援
えん

を必
ひつ

要
よう

としている人
ひと

に、

地
ち

域
いき

で気
き

づき、相
そう

談
だん

し、助
たす

け合
あ

い、支
ささ

え合
あ

おうとする環
かん

境
きょう

が必
ひつ

要
よう

です。 

地
ち

域
いき

の中
なか

で、住
じゅう

民
みん

がともに支
ささ

え合
あ

う「共
きょう

助
じょ

」の活
かつ

動
どう

が充
じゅう

実
じつ

したものとなるよう、地
ち

域
いき

交
こう

流
りゅう

を

活
かっ

性
せい

化
か

させ、住
じゅう

民
みん

同
どう

士
し

や住
じゅう

民
みん

と福
ふく

祉
し

団
だん

体
たい

間
かん

などのつながりを強
きょう

化
か

することで住
じゅう

民
みん

が支
ささ

え合
あ

える

地
ち

域
いき

づくりを進
すす

めます。 

基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

３．安
あん

心
しん

して暮
く

らせる社
しゃ

会
かい

環
かん

境
きょう

づくり ～誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくり～ 

福
ふく

祉
し

のまちを実
じつ

現
げん

するためには、年
ねん

齢
れい

や障
しょう

がいの有
う

無
む

にかかわらず、すべての人
ひと

が地
ち

域
いき

で安
あん

心
しん

し

て暮
く

らすことができる環
かん

境
きょう

づくりが必
ひつ

要
よう

で、高
こう

齢
れい

者
しゃ

や要
よう

介
かい

護
ご

者
しゃ

が増
ぞう

加
か

する中
なか

、安心
あんしん

・安
あん

全
ぜん

なまち

づくりを進
すす

めることがますます重要
じゅうよう

となっています。 

本
ほん

市
し

がさらに住
す

みやすく、暮
く

らしやすい、安心
あんしん

・安全
あんぜん

なまちとなるよう、行
ぎょう

政
せい

をはじめとする関
かん

係
けい

機
き

関
かん

の連
れん

携
けい

により、安
あん

全
ぜん

で活
かつ

動
どう

しやすい生
せい

活
かつ

環
かん

境
きょう

、災
さい

害
がい

に強
つよ

いまちづくりに取
と

り組
く

み、だれも

が安
あん

心
しん

して暮
く

らせる環
かん

境
きょう

づくりを進
すす

めます。 

基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

４．適
てき

切
せつ

な支
し

援
えん

につなぐ仕
し

組
く

みづくり ～誰
だれ

もが自
じ

立
りつ

して暮
く

らせるまちづくり～ 

近
きん

年
ねん

、高
こう

齢
れい

化
か

が進
しん

展
てん

する中
なか

で要
よう

介
かい

護
ご

者
しゃ

が増
ぞう

加
か

するとともに、世帯
せ た い

構造
こうぞう

の変化
へ ん か

や地域
ち い き

のつながりの

希
き

薄
はく

化
か

などから子
こ

育
そだ

てに悩
なや

む人
ひと

、ひきこもりや不
ふ

登
とう

校
こう

等
とう

、社
しゃ

会
かい

的
てき

に孤
こ

立
りつ

している人
ひと

が増
ふ

えています。

また、社
しゃ

会
かい

情
じょう

勢
せい

の変
へん

化
か

等
とう

により、生
せい

活
かつ

困
こん

窮
きゅう

者
しゃ

や生
せい

活
かつ

不
ふ

安
あん

やス
す

ト
と

レ
れ

ス
す

を抱
かか

える人
ひと

も増
ふ

えるなど、地
ち

域
いき

の生
せい

活
かつ

課
か

題
だい

は多様化
た よ う か

、複雑化
ふくざつか

しています。 

こうした中
なか

、地
ち

域
いき

で暮
く

らすすべての住
じゅう

民
みん

が、住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で、自
じ

分
ぶん

らしく、自
じ

立
りつ

した生
せい

活
かつ

を営
いとな

むことができるよう、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

をはじめ、生
せい

活
かつ

上
じょう

のさまざまな困
こん

難
なん

を抱
かか

える人
ひと

が、必
ひつ

要
よう

な支
し

援
えん

が受
う

けられるよう、適
てき

切
せつ

な支
し

援
えん

につなぐ仕
し

組
く

みづくりを進
すす

めます。  
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５．計画
けいかく

策定
さくてい

の体制
たいせい

 

計画
けいかく

策定
さくてい

の過程
か て い

において、住
じゅう

民
みん

の地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

に関
かん

する現
げん

状
じょう

とニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

し、計画
けいかく

に反映
はんえい

するた

め、「第
だい

４期
き

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

にかかるア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

調
ちょう

査
さ

」を実施
じ っ し

したほか、公募
こ う ぼ

住民
じゅうみん

、

当事者
とうじしゃ

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、各種
かくしゅ

団体
だんたい

、保
ほ

健
けん

・医
い

療
りょう

・福
ふく

祉
し

分
ぶん

野
や

の関
かん

係
けい

者
しゃ

、行
ぎょう

政
せい

関
かん

係
けい

者
しゃ

など、幅
はば

広
ひろ

い分
ぶん

野
や

の

関係者
かんけいしゃ

を委員
い い ん

とする「四條畷
しじょうなわて

市
し

福祉
ふ く し

計画
けいかく

検討
けんとう

委員会
いいんかい

※」や「四條畷
しじょうなわて

市
し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

専門
せんもん

部会
ぶ か い

※」

での審
しん

議
ぎ

を行
おこな

いました。 

また、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、庁内
ちょうない

関係課
かんけいか

などへのヒアリング
ひ あ り ん ぐ

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

し、策定
さくてい

段階
だんかい

から地
ち

域
いき

の住
じゅう

民
みん

や団
だん

体
たい

等
とう

と関
かか

わりをもつことで計
けい

画
かく

の実
じっ

効
こう

性
せい

を確
かく

保
ほ

するよう努
つと

めました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（１）第
だい

４期
き

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

にかかるアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

に四條畷
しじょうなわて

市
し

に住
す

む 20歳
さい

以上
いじょう

の住民
じゅうみん

1,000人
にん

を無作為
む さ く い

抽 出
ちゅうしゅつ

し、地
ち

域
いき

に対
たい

する思
おも

い

や日
ひび

々の生
せい

活
かつ

の中
なか

で抱
かか

えているさまざまな課題
か だ い

、地域
ち い き

活動
かつどう

やボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

活
かつ

動
どう

の参
さん

加
か

状
じょう

況
きょう

・利
り

用
よう

意
い

向
こう

などの現
げん

状
じょう

を調
ちょう

査
さ

し、その結果
け っ か

を本計画
ほんけいかく

策定
さくてい

のための基礎
き そ

資料
しりょう

としました（結果
け っ か

は資料編
しりょうへん

内
ない

P62）。 

 

（２）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

の実施
じ っ し

 

本市
ほ ん し

所管
しょかん

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

9法人
ほうじん

（介
かい

護
ご

関
かん

係
けい

法人
ほうじん

及
およ

び保育所
ほいくじょ

、認定
にんてい

子
こ

ども園
えん

関係
かんけい

法人
ほうじん

を各
かく

３法人
ほうじん

、障
しょう

がい者
しゃ

支
し

援
えん

関
かん

係
けい

法人
ほうじん

を２法人
ほうじん

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

）を対象
たいしょう

とし、住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

状 況
じょうきょう

や地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

に

関
かん

する取
とり

組
くみ

状
じょう

況
きょう

などを調
ちょう

査
さ

し、その結
けっ

果
か

を本
ほん

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

の基
き

礎
そ

資
し

料
りょう

としました（実
じっ

施
し

概
がい

要
よう

は資
し

料
りょう

編
へん

内
ない

P100）。 

 

 

※四條畷
しじょうなわて

市
し

福祉
ふ く し

計画
けいかく

検討
けんとう

委員会
いいんかい

：市
し

における福
ふく

祉
し

に関
かん

する計
けい

画
かく

等
とう

を策
さく

定
てい

、推
すい

進
しん

、点
てん

検
けん

、評
ひょう

価
か

及
およ

び調
ちょう

査
さ

等
とう

を行
おこな

っている。 

※四條畷
しじょうなわて

市
し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

専門
せんもん

部会
ぶ か い

：上記
じょうき

、福祉
ふ く し

計画
けいかく

検討
けんとう

委員会
いいんかい

が地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を専門
せんもん

に調
ちょう

査
さ

審
しん

議
ぎ

するために設
せっ

置
ち

。  

 市民
し み ん

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

 

 パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

 

 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

 

 

市
民

し

み

ん

の
参
加

さ

ん

か

・
意
見

い

け

ん

集
約

し
ゅ
う
や
く 検討委員会 

支 

専門
せんもん

部会
ぶ か い

 

検
討
委
員
会 

支 市 し 

検討委員会 

支 

検討
けんとう

委員会
いいんかい

 

素案
そ あ ん

審議
し ん ぎ
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（３）四條畷
しじょうなわて

市
し

福祉
ふ く し

計画
けいかく

検討
けんとう

委員会
いいんかい

及
およ

び四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

専
せん

門
もん

部
ぶ

会
かい

への 

住民
じゅうみん

参画
さんかく

 

住
じゅう

民
みん

の参
さん

画
かく

を得
え

ながら計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

を進
すす

めるため、「四條畷
しじょうなわて

市
し

福祉
ふ く し

計画
けいかく

検討
けんとう

委員会
いいんかい

」「四條畷
しじょうなわて

市
し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

専門
せんもん

部会
ぶ か い

」に住
じゅう

民
みん

の参
さん

加
か

を募
つの

りました（実施
じ っ し

概要
がいよう

は資料編
しりょうへん

内
ない

P115）。 

 

（４）パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

の実施
じ っ し

 

本
ほん

計
けい

画
かく

に対
たい

する住
じゅう

民
みん

意
い

見
けん

を募
つの

るため、平
へい

成
せい

31年
ねん

（2019年
ねん

）１月
がつ

15日
にち

から２月
がつ

15日
にち

まで、パ
ぱ

ブ
ぶ

リ
り

ッ
っ

ク
く

コ
こ

メ
め

ン
ん

ト
と

を募
ぼ

集
しゅう

しました。また、この結
けっ

果
か

について行
ぎょう

政
せい

等
とう

関
かん

係
けい

機
き

関
かん

の意
い

見
けん

を聞
き

き、対
たい

応
おう

を検
けん

討
とう

しました（実施
じ っ し

概要
がいよう

は資料編
しりょうへん

内
ない

P114）。 

 

 

６．地域
ち い き

福祉
ふ く し

の定義
て い ぎ

 

この計
けい

画
かく

における「地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

」とは、幅
はば

広
ひろ

い意
い

味
み

をもちますが、「地域
ち い き

」における人
ひと

と人
ひと

とのつ

ながりの中
なか

で、地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

の「福
ふく

祉
し

」を高
たか

めようというものです。 

この計
けい

画
かく

における地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の定
てい

義
ぎ

は、年齢
ねんれい

や障
しょう

がい等
とう

の有無
う む

にかかわらず、住民
じゅうみん

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

社
しゃ

会
かい

で自
じ

立
りつ

した生
せい

活
かつ

が営
いとな

めるように地
ち

域
いき

に存
そん

在
ざい

する公
こう

私
し

の多
た

様
よう

な主
しゅ

体
たい

が協
きょう

働
どう

し、支
ささ

え合
あ

いながら、

自分
じ ぶ ん

らしく活躍
かつやく

できる「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実
じつ

現
げん

に向
む

け、住
じゅう

民
みん

の社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

の組
そ

織
しき

化
か

を通
つう

じて、

個性
こ せ い

ある地域
ち い き

社会
しゃかい

の形成
けいせい

をめざす福祉
ふ く し

活動
かつどう

の総体
そうたい

をさします。 

また、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりが主体
しゅたい

となって行
おこな

う多
た

様
よう

な支
ささ

え合
あ

いの活
かつ

動
どう

をつなぐことこそが地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の役
やく

割
わり

です。 
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○地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて 

わが国
くに

では昔
むかし

から、地
ち

域
いき

の相
そう

互
ご

扶
ふ

助
じょ

や家
か

族
ぞく

同
どう

士
し

の助
たす

け合
あ

いなど、地域
ち い き

・家庭
か て い

・職場
しょくば

といった人々
ひとびと

の生活
せいかつ

のさまざまな場面
ば め ん

において、支
ささ

え合
あ

いの機能
き の う

が存在
そんざい

しています。しかし、高齢化
こうれいか

や核家族化
か く か ぞ く か

等
とう

の社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

によってその機能
き の う

が薄
うす

れ、高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、子
こ

どもなどの対
たい

象
しょう

者
しゃ

を区
く

分
ぶん

し、

社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

などの公的
こうてき

支援
し え ん

制度
せ い ど

の整備
せ い び

と充
じゅう

実
じつ

が図
はか

られ、人
ひと

々
びと

の暮
く

らしを支
ささ

えてきました。 

しかし現
げん

在
ざい

では高
こう

齢
れい

化
か

や人
じん

口
こう

減
げん

少
しょう

が進
すす

んでいる影
えい

響
きょう

で、地域
ち い き

・家庭
か て い

・職場
しょくば

という人
ひと

々
びと

の生
せい

活
かつ

領
りょう

域
いき

における支
ささ

え合
あ

いの基
き

盤
ばん

がますます弱
よわ

まってきています。対象者
たいしょうしゃ

別
べつ

・機能
き の う

別
べつ

に整備
せ い び

された公
こう

的
てき

支
し

援
えん

についても、さまざまな分
ぶん

野
や

の課
か

題
だい

が絡
から

み合
あ

って複
ふく

雑
ざつ

化
か

し、個
こ

人
じん

や世
せ

帯
たい

単
たん

位
い

で複
ふく

数
すう

分
ぶん

野
や

の課
か

題
だい

を

抱
かか

え、複
ふく

合
ごう

的
てき

な支
し

援
えん

を必
ひつ

要
よう

とするといった状 況
じょうきょう

がみられ、対
たい

応
おう

が困
こん

難
なん

なケ
け

ー
ー

ス
す

が浮
う

き彫
ぼ

りとなっ

ています。 

このような地域
ち い き

社会
しゃかい

の存続
そんぞく

への危機感
き き か ん

が生
う

まれる中
なか

、人
じん

口
こう

減
げん

少
しょう

を乗
の

り越
こ

えていく上
うえ

で、社会
しゃかい

保障
ほしょう

や産業
さんぎょう

などの領域
りょういき

を超
こ

えてつながり、地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

全
ぜん

体
たい

を支
ささ

えていくことが、これまでにも増
ま

して重
じゅう

要
よう

となっています。 

地
ち

域
いき

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

とは、このような社
しゃ

会
かい

構
こう

造
ぞう

の変
へん

化
か

や人
ひと

々
びと

の暮
く

らしの変
へん

化
か

を踏
ふ

まえ、制度
せ い ど

・分野
ぶ ん や

ご

との「縦
たて

割
わ

り」や「支
ささ

える人
ひと

」「受
う

ける人
ひと

」という関
かん

係
けい

を超
こ

えて、住
じゅう

民
みん

や地
ち

域
いき

の多
た

様
よう

な主
しゅ

体
たい

が参
さん

画
かく

し、人
ひと

と人
ひと

、人
ひと

と資
し

源
げん

が世
せ

代
だい

や分
ぶん

野
や

を超
こ

えて相
そう

互
ご

につながることで、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの暮
く

らしと生
い

きがい、支
ささ

え合
あ

いの地
ち

域
いき

をともに創
つく

っていく社会
しゃかい

をめざすものです。 

 

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の推
すい

進
しん

にあたっては、一人
ひ と り

ひとりが自
じ

発
はつ

的
てき

に自
じ

身
しん

の生
せい

活
かつ

課
か

題
だい

を解
かい

決
けつ

する「自
じ

助
じょ

」を前
ぜん

提
てい

とし、住
じゅう

民
みん

や地
ち

域
いき

団
だん

体
たい

等
とう

が、お互
たが

いに助
たす

け合
あ

って生
せい

活
かつ

課
か

題
だい

を解
かい

決
けつ

する「共
きょう

助
じょ

」や行政
ぎょうせい

による

救助
きゅうじょ

・支
し

援
えん

の「公助
こうじょ

」を組
く

み合
あ

わせ、相互
そ う ご

に連携
れんけい

し、補
ほ

完
かん

し合
あ

うことが、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の推
すい

進
しん

に重要
じゅうよう

な

視点
し て ん

となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自助
じ じ ょ

 

自
みずか

ら主
しゅ

体
たい

的
てき

に取
と

り組
く

み、解
かい

決
けつ

すること 

 

公
こう

助
じょ

 

 

共助
きょうじょ

 

 
隣
となり

近所
きんじょ

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

など 

地域
ち い き

でお互
たが

いに支
ささ

え合
あ

うこと 

行政
ぎょうせい

が主体
しゅたい

となって 

課題
か だ い

を解決
かいけつ

すること 
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○「地域
ち い き

」の範囲
は ん い

 

「地
ち

域
いき

」は固
こ

定
てい

的
てき

・限
げん

定
てい

的
てき

なものではなく、活
かつ

動
どう

の取
とり

組
くみ

内
ない

容
よう

やサービス
さ ー び す

の内容
ないよう

などによって、さ

まざまな枠
わく

組
ぐ

みが考
かんが

えられます。 

本
ほん

計
けい

画
かく

での「地
ち

域
いき

」は、「課
か

題
だい

を共
きょう

有
ゆう

し、その課
か

題
だい

に取
と

り組
く

む共
きょう

通
つう

認
にん

識
しき

をもち、具
ぐ

体
たい

的
てき

な行
こう

動
どう

を

起
お

こしやすい範
はん

囲
い

」として捉
とら

え、隣
となり

近
きん

所
じょ

・自
じ

治
ち

会
かい

区
く

域
いき

（小
しょう

地
ち

域
いき

ネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く
※）や小

しょう

学
がっ

校
こう

区
く

レ
れ

ベ
べ

ル
る

では見
み

守
まも

り支
ささ

え合
あ

う関
かん

係
けい

づくりを強
きょう

化
か

し、より広
こう

域
いき

の市
し

域
いき

レ
れ

ベ
べ

ル
る

では、専
せん

門
もん

的
てき

な支
し

援
えん

の提
てい

供
きょう

や

関
かん

係
けい

機
き

関
かん

との連
れん

携
けい

調
ちょう

整
せい

を行
おこな

うことで、エ
え

リ
り

ア
あ

に応
おう

じた、それぞれの役
やく

割
わり

を果
は

たすことが期
き

待
たい

され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※小
しょう

地
ち

域
いき

ネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く

活
かつ

動
どう

：地域
ちいき

の高齢者
こうれいしゃ

や、子
こ

育
そだ

て中
ちゅう

の親
おや

子
こ

等
とう

で、自
じ

立
りつ

生
せい

活
かつ

を行
おこな

う上
うえ

で援
えん

助
じょ

を必
ひつ

要
よう

とする人
ひと

や家庭
かてい

に

対
たい

して、近
きん

隣
りん

住
じゅう

民
みん

が中
ちゅう

心
しん

となってサ
さ

ロ
ろ

ン
ん

活
かつ

動
どう

や見
み

守
まも

り訪
ほう

問
もん

を行
おこな

うなど、地
ち

域
いき

で暖
あたた

かく包
つつ

み込
こ

み、支
ささ

えていく仕
し

組
く

みとその活
かつ

動
どう

をいう。 

※ C S W
しーえすだぶりゅー

：コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

の略
りゃく

。（10ページ
ぺ ー じ

にて後述
こうじゅつ

） 

※包括
ほうかつ

：地域
ちいき

包括
ほうかつ

支援
しえん

センター
せ ん た ー

の略
りゃく

。（10ページ
ぺ ー じ

にて後述
こうじゅつ

）  

 
個人
こ じ ん

・家庭
か て い

 自治会
じ ち か い

など 市
し

全体
ぜんたい

 
小学校
しょうがっこう

・ 

中
ちゅう

学校区
がっこうく

 

小地域
しょうちいき

ネットワーク
ね っ と わ ー く

※ 
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７．地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

に関
かん

連
れん

する主
おも

な団
だん

体
たい

・機
き

関
かん

等
とう

 

【１ 民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

】 

それぞれの担
たん

当
とう

地
ち

区
く

の中
なか

で、生
せい

活
かつ

や子
こ

どもに関
かん

する内
ない

容
よう

のほか、高
こう

齢
れい

者
しゃ

福
ふく

祉
し

、障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

など、市
し

民
みん

が抱
かか

えるさまざまな問
もん

題
だい

について相
そう

談
だん

などを行
おこな

っています。また、必要
ひつよう

なときは、福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

や関
かん

係
けい

機
き

関
かん

に連
れん

絡
らく

や調
ちょう

整
せい

を行
おこな

うなど、住
じゅう

民
みん

が安
あん

心
しん

して暮
く

らせるように支
し

援
えん

をしています。 

この中
なか

でも、特
とく

に児
じ

童
どう

に関
かん

する相
そう

談
だん

・支
し

援
えん

を担
たん

当
とう

していただく委員
い い ん

を「主任
しゅにん

児童
じ ど う

委員
い い ん

」とし、各
かく

小
しょう

学
がっ

校
こう

区
く

に１人
にん

配
はい

置
ち

しています。 

 

【２ ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

・ＮＰＯ
えぬぴーおー

】 

ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

は近
きん

年
ねん

、多
た

様
よう

化
か

・複
ふく

雑
ざつ

化
か

する市
し

民
みん

ニ
に

ー
ー

ズ
ず

に伴
ともな

い、社
しゃ

会
かい

貢
こう

献
けん

を目
もく

的
てき

として社
しゃ

会
かい

や地
ち

域
いき

の

課
か

題
だい

に対
たい

して、できることを自
みずか

らすすんで活
かつ

動
どう

しています。また、ＮＰＯ
えぬぴーおー

は団
だん

体
たい

の構
こう

成
せい

員
いん

に対
たい

し収
しゅう

益
えき

を分
ぶん

配
ぱい

することを目的
もくてき

とせず、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

や市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

などの様々
さまざま

な社
しゃ

会
かい

貢
こう

献
けん

活
かつ

動
どう

を行
おこな

っています。ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

は個
こ

人
じん

が個
こ

人
じん

の責
せき

任
にん

の範
はん

囲
い

で活
かつ

動
どう

、または個人
こ じ ん

それぞれの意志
い し

を主体
しゅたい

とし

グ
ぐ

ル
る

ー
ー

プ
ぷ

活
かつ

動
どう

をするのに対
たい

し、N P O
えぬぴーおー

は目的
もくてき

達成
たっせい

のために運営
うんえい

ルール
る ー る

をもち、組織的
そしきてき

、継続的
けいぞくてき

に活動
かつどう

を行
おこな

います。 

 

【３ 福祉
ふ く し

関係事
かんけいじ

業者
ぎょうしゃ

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

】 

 福祉
ふ く し

関係事
かんけいじ

業者
ぎょうしゃ

は福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供者
ていきょうしゃ

として、利用者
りようしゃ

の自立
じ り つ

支援
し え ん

、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
か く ほ

、事
じ

業
ぎょう

内
ない

容
よう

やサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

内
ない

容
よう

の情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

及
およ

び公
こう

開
かい

、他
た

のサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

との連
れん

携
けい

を行
おこな

います。また、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

は、

施
し

設
せつ

や施
し

設
せつ

利
り

用
よう

者
しゃ

と地
ち

域
いき

の距
きょ

離
り

がより縮
ちぢ

まるよう、積
せっ

極
きょく

的
てき

な情
じょう

報
ほう

発
はっ

信
しん

を行
おこな

うとともに、各
かく

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

間
かん

や地
ち

域
いき

との連
れん

携
けい

を図
はか

り、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の拠点
きょてん

となることが期待
き た い

されます。 

 

【４ 四條畷
しじょうなわて

市
し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

】 

本
ほん

市
し

における社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

事
じ

業
ぎょう

その他
た

の社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

に関
かん

する事
じ

業
ぎょう

の健
けん

全
ぜん

な発
はっ

達
たつ

及
およ

び社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

の活
かっ

性
せい

化
か

により、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の推
すい

進
しん

を図
はか

ることを趣旨
し ゅ し

とする社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

です。 

 

・地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

 

地
ち

区内
く な い

の福祉
ふ く し

増進
ぞうしん

をめざし、地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に貢献
こうけん

します。住
す

みよいまちづくりを進
すす

めることを

主
しゅ

旨
し

として、すべての住
じゅう

民
みん

が安
あん

心
しん

して暮
く

らせるよう、住
じゅう

民
みん

が主
しゅ

体
たい

となって取
と

り組
く

むための推
すい

進
しん

役
やく

となっています。また、多
おお

くの地
ち

区
く

で個
こ

別
べつ

援
えん

助
じょ

活
かつ

動
どう

やグループ
ぐ る ー ぷ

援助
えんじょ

活動
かつどう

などの小地域
しょうちいき

ネットワーク
ね っ と わ ー く

活動
かつどう

を推進
すいしん

しています。 

※社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

の定款
ていかん

で、内部
ないぶ

組織
そしき

として規定
きてい

されており、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

と連携
れんけい

して活動
かつどう

しています。  
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【５ 市
し

】 

市
し

は人口
じんこう

の減 少
げんしょう

や少子
しょうし

高齢化
こうれいか

、地方
ちほう

分権化
ぶんけんか

、社
しゃ

会
かい

情
じょう

勢
せい

の変
へん

化
か

に伴
ともな

う福
ふく

祉
し

ニ
に

ー
ー

ズ
ず

の急
きゅう

激
げき

な変
へん

化
か

や施
し

策
さく

の狭
はざ

間
ま

にある福祉
ふくし

課題
かだい

に対応
たいおう

するため、地域
ちいき

の実態
じったい

やニーズ
に ー ず

を把握
はあく

し、住 民
じゅうみん

による主体的
しゅたいてき

な

地域
ちいき

福祉
ふくし

活動
かつどう

が推
すい

進
しん

されるよう、支
し

援
えん

に取
とり

組
く

んでいます。 

 

〔市
し

から委託
い た く

されている機関
き か ん

等
とう

〕 

１．コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

（Ｃ Ｓ Ｗ
しーえすだぶりゅー

） 

コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

とは、市
し

内
ない

３か
か

所
しょ

（福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

・グリーンホール
ぐ り ー ん ほ ー る

田原
た は ら

・市民
し み ん

活動
かつどう

センター
せ ん た ー

（社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

））に設置
せ っ ち

しているいきいきネット
ね っ と

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

※に所属
しょぞく

する相談員
そうだんいん

のことで、様々
さまざま

な機関
き か ん

と連携
れんけい

し既存
き ぞ ん

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

だけでは対応
たいおう

困難
こんなん

な制度
せ い ど

の狭間
は ざ ま

や複数
ふくすう

の福祉
ふ く し

課題
か だ い

を抱
かか

える人
ひと

等
とう

への支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

 

２．障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

障
しょう

がい者
しゃ

やその家
か

族
ぞく

などからの相
そう

談
だん

に応
おう

じる機
き

関
かん

で、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

・福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の紹介
しょうかい

や利用
り よ う

相談
そうだん

など、障
しょう

がい者
しゃ

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むための支
し

援
えん

を行
おこな

っています。市内
し な い

には、障
しょう

がい者
しゃ

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

さつき、障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センターフロンティア
せ ん た ー ふ ろ ん て ぃ あ

、障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

しのぶが丘
おか

、障
しょう

がい者
しゃ

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

和
わ

幸
こう

の

４か所
しょ

があります。 

 

３．地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

高
こう

齢
れい

者
しゃ

が住
す

みなれた地
ち

域
いき

でいきいきと生
せい

活
かつ

ができるように、さまざまな支
し

援
えん

を行
おこな

う地
ち

域
いき

介
かい

護
ご

の

中
ちゅう

核
かく

拠
きょ

点
てん

です。地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

では、保健師
ほ け ん し

又
また

は看護師
か ん ご し

、社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

や主任
しゅにん

ケアマネジャー
け あ ま ね じ ゃ ー

が中心
ちゅうしん

となって高齢者
こうれいしゃ

やその家族
か ぞ く

などからの相
そう

談
だん

に応
おう

じたり、介
かい

護
ご

予
よ

防
ぼう

ケ
け

ア
あ

マ
ま

ネ
ね

ジ
じ

メ
め

ン
ん

ト
と

（介護
か い ご

予防
よ ぼ う

対象者
たいしょうしゃ

の選定
せんてい

や介護
か い ご

予防
よ ぼ う

プラン
ぷ ら ん

の策定
さくてい

・評価
ひょうか

）、高齢者
こうれいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

※、虐待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・防止
ぼ う し

、

地域
ち い き

ケアマネジャー
け あ ま ね じ ゃ ー

の後
こう

方
ほう

支
し

援
えん

などの活
かつ

動
どう

を行
おこな

っています。市
し

内
ない

には、第
だい

１地
ち

域
いき

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

、

第
だい

２地
ち

域
いき

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

、第
だい

３地
ち

域
いき

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

の３か所
しょ

があります。 

 

 
 
 

※いきいきネット
ね っ と

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

：地域
ち い き

で福祉
ふ く し

の援護
え ん ご

が必要
ひつよう

とされる人
ひと

の見守り
み ま も り

・発
はっ

見
けん

、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

などを円
えん

滑
かつ

に行
おこな

う

ため、市内
し な い

3か所
か し ょ

にコミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

を配置
は い ち

して、訪
ほう

問
もん

相
そう

談
だん

、電
でん

話
わ

相
そう

談
だん

、面
めん

接
せつ

相
そう

談
だん

などを行
おこな

っている。 

※権利
け ん り

擁護
よ う ご

：人間
にんげん

としての権利
け ん り

を保障
ほしょう

すること。高
こう

齢
れい

者
しゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

など社
しゃ

会
かい

的
てき

に不
ふ

利
り

な立
たち

場
ば

にある人
ひと

に対
たい

する人
じん

権
けん

侵
しん

害
がい

（財
ざい

産
さん

侵
しん

害
がい

や虐
ぎゃく

待
たい

等
とう

）を防
ふせ

ぐことや、自己
じ こ

の権利
け ん り

やニーズ
に ー ず

を表明
ひょうめい

することが困
こん

難
なん

な人
ひと

に代
か

わって、

援助者
えんじょしゃ

が権利
け ん り

やニーズ
に ー ず

を表明
ひょうめい

すること（代弁
だいべん

）をいう。  
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〔市
し

が運営
うんえい

している機関
き か ん

〕 

４．子
こ

育
そだ

て総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

・児
じ

童
どう

発
はっ

達
たつ

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

（すてっぷ ★ なわて） 

子
こ

育
そだ

て総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

と児
じ

童
どう

発
はっ

達
たつ

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

の複
ふく

合
ごう

施
し

設
せつ

をすてっぷ★なわてといいます。 

子
こ

育
そだ

て総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

では、０～18歳
さい

までの子
こ

どもに関
かん

する総
そう

合
ごう

的
てき

な相
そう

談
だん

をはじめ、子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

の実
じっ

施
し

、児
じ

童
どう

虐
ぎゃく

待
たい

の通
つう

告
こく

受
うけ

付
つけ

や対
たい

応
おう

を行
おこな

っている市
し

の機
き

関
かん

です。つどいの広場
ひ ろ ば

※、おやこ教室
きょうしつ

※、おもちゃ・絵本
え ほ ん

の貸
かし

出
だ

し、親
おや

子
こ

支
し

援
えん

プ
ぷ

ロ
ろ

グ
ぐ

ラ
ら

ム
む

等
とう

を実
じっ

施
し

しています。また、地
ち

域
いき

で子
こ

育
そだ

てを助
たす

け

合
あ

う有
ゆう

償
しょう

ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

活動
かつどう

であるファミリー
ふ ぁ み り ー

・サポート
さ ぽ ー と

・センター
せ ん た ー

事業
じぎょう

も行
おこな

っています。 

児
じ

童
どう

発
はっ

達
たつ

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

は、18歳
さい

までの子
こ

どもとその家
か

族
ぞく

を対
たい

象
しょう

に、発
はっ

達
たつ

についての心配
しんぱい

ごとな

どを相談
そうだん

できる市
し

の機関
き か ん

です。発
はっ

達
たつ

に不
ふ

安
あん

のある児
じ

童
どう

の保
ほ

護
ご

者
しゃ

の相
そう

談
だん

に応
おう

じ、個別
こ べ つ

支援
し え ん

や通園
つうえん

によ

る療育
りょういく

などのグ
ぐ

ル
る

ー
ー

プ
ぷ

支
し

援
えん

、リ
り

ハ
は

ビ
び

リ
り

支
し

援
えん

等
とう

を行
おこな

っています。また、発
はっ

達
たつ

障
しょう

がいに関
かん

する普
ふ

及
きゅう

、

啓
けい

発
はつ

のため発
はっ

達
たつ

障
しょう

がい啓
けい

発
はつ

研
けん

修
しゅう

なども行
おこな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※つどいの広場
ひ ろ ば

：概
おおむ

ね就
しゅう

園前
えんまえ

の子
こ

どもと保護者
ほ ご し ゃ

が自由
じ ゆ う

に遊
あそ

んだり、交流
こうりゅう

できる場所
ば し ょ

です。 市内
し な い

に4
４

か所
か し ょ

あります。 

※おやこ教室
きょうしつ

：子
こ

どもの年齢
ねんれい

別
べつ

で開
かい

催
さい

しており、親子
お や こ

で体操
たいそう

やふれあい遊
あそ

びを楽
たの

しみながら、友達
ともだち

を作
つく

る場所
ば し ょ

です。  

市
し

全体
ぜんたい

 

小学校
しょうがっこう

・中
ちゅう

学校区
がっこうく

 

自治会
じ ち か い

など 

個人
こ じ ん

・家庭
か て い

 

C S W
しーえすだぶりゅー

圏域
けんいき

・包括圏域
ほうかつけんいき

 

 ：市
し

から委託
い た く

・運営
うんえい

されている機関
き か ん

 

すてっぷ★なわて 

 Ｃ Ｓ Ｗ
しーえすだぶりゅー

 

 地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

 
民生
みんせい

委員
い い ん

 

児童
じ ど う

委員
い い ん

 

 地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

 

 障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

  社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

 
福祉
ふくし

施設
しせつ

 

福祉
ふくし

関係事
かんけいじ

業者
ぎょうしゃ

 



12 

第
だい

２章
しょう

 第
だい

３期
き

計
けい

画
かく

の結
けっ

果
か

 

 

第
だい

３期
き

計
けい

画
かく

の基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

ごとに住
じゅう

民
みん

ア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

や関
かん

係
けい

機
き

関
かん

へのヒアリング
ひ あ り ん ぐ

から現状
げんじょう

を把握
は あ く

し、

課題
か だ い

をとりまとめました。 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１．地域
ち い き

福祉
ふ く し

への意識
い し き

の醸成
じょうせい

 

（１）取組
とりくみ

の状 況
じょうきょう

 

取組
とりくみ

の方向
ほうこう

１：地域
ち い き

交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

・あいさつ運
うん

動
どう

や声
こえ

かけ運
うん

動
どう

の奨
しょう

励
れい

による地
ち

域
いき

コ
こ

ミ
み

ュ
ゅ

ニ
に

テ
て

ィ
ぃ

醸
じょう

成
せい

につながる雰
ふん

囲
い

気
き

づくりの支
し

援
えん

 

・地域
ち い き

を構成
こうせい

するさまざまな主体
しゅたい

の交流
こうりゅう

の支援
し え ん

 

・地域
ち い き

交流
こうりゅう

ひろば※事業
じぎょう

などによる地域
ち い き

住民
じゅうみん

の気軽
き が る

な交流
こうりゅう

の支援
し え ん

 

・福祉
ふくし

コミュニティーセンター
こ み ゅ に て ぃ ー せ ん た ー

を拠点
きょてん

とした福祉
ふくし

団体
だんたい

の交流
こうりゅう

活動
かつどう

や地域
ちいき

での交流
こうりゅう

の活性化
かっせいか

の支援
しえん

 

 

取組
とりくみ

の方向
ほうこう

２：地域
ち い き

福祉
ふ く し

の理解
り か い

の促進
そくしん

 

・地
ち

域
いき

における支
ささ

え合
あ

いによる地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

についての啓
けい

発
はつ

 

・学校
がっこう

での福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

・地域
ち い き

における福祉
ふ く し

体験
たいけん

機会
き か い

の提供
ていきょう

や高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

との交流
こうりゅう

促進
そくしん

 

 

取
とり

組
くみ

の方
ほう

向
こう

３：地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

・発
はっ

信
しん

 

・市
し

から発信
はっしん

する情報
じょうほう

について、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

・Ｃ Ｓ Ｗ
しーえすだぶりゅー

や地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

などを核
かく

とした地域
ち い き

課題
か だ い

の共有
きょうゆう

と対策
たいさく

についての意見
い け ん

交換
こうかん

の推進
すいしん

 

・地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

団体
だんたい

等
とう

の情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

・発信
はっしん

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※地域
ち い き

交流
こうりゅう

ひろば：お住
す

まいの地区
ち く

、年齢
ねんれい

等
など

にかかわらず、市民
し み ん

の方
ほう

が気軽
き が る

に集
つど

える交流
こうりゅう

の場
ば

としてサロン
さ ろ ん

等
など

を行
おこな

っ 

          ており、 市内
し な い

に4
４

か所
か し ょ

あります。 
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（２）現状
げんじょう

 

【アンケート
あ ん け ー と

より】 

・何
なん

らかの近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いをしている人
ひと

が約
やく

９割
わり

となっていますが、「特
とく

に用
よう

事
じ

がなくても行
ゆ

き来
き

し、困
こま

ったときには助
たす

け合
あ

える人
ひと

がいる」は第
だい

３期
き

計
けい

画
かく

では２割
わり

だったのに対
たい

し、第
だい

４期
き

計
けい

画
かく

では１割
わり

と減
げん

少
しょう

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

・近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いをしない人
ひと

の理
り

由
ゆう

としては「知
し

り合
あ

う機
き

会
かい

がない」が４割
わり

、「わずらわしい」が

３割
わり

となっています。 

・近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いが必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う人
ひと

は７割
わり

となっています。そのうち、親
した

しく相
そう

談
だん

したり、助
たす

け合
あ

ったりするのは必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う人
ひと

は４割
わり

となっています。 

・地
ち

域
いき

の行
ぎょう

事
じ

や活
かつ

動
どう

へ参
さん

加
か

していない人
ひと

が５割
わり

となっています。また、参
さん

加
か

しない理
り

由
ゆう

は「時
じ

間
かん

が

ない」が４割
わり

、「知
し

らない」が３割
わり

、「興
きょう

味
み

がない」「体
たい

力
りょく

がない」が２割
わり

となっています。 

 

【ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

より】 

・施
し

設
せつ

を開
かい

放
ほう

することで地
ち

域
いき

の人
ひと

々
びと

が気
き

軽
がる

に集
つど

える地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

の場
ば

を提
てい

供
きょう

しています。 

・自治会
じ ち か い

の行事
ぎょうじ

へ参加
さ ん か

し、地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

に取
と

り組
く

んでいます。 

・地
ち

域
いき

向
む

けの広
こう

報
ほう

を発
はっ

行
こう

することで地域
ち い き

へ情報
じょうほう

を発信
はっしん

しています。 

 

（３）課題
か だ い

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するためには、住民一人
じゅうみんひとり

ひとりが福
ふく

祉
し

に対
たい

する意
い

識
しき

を高
たか

め、地域
ち い き

の課題
か だ い

を自分
じ ぶ ん

の課
か

題
だい

と考
かんが

え、地
ち

域
いき

に積
せっ

極
きょく

的
てき

に参
さん

画
かく

することが大切
たいせつ

です。 

しかしながら、アンケート
あ ん け ー と

結果
け っ か

をみると、近
きん

所
じょ

で助
たす

け合
あ

うことが必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う人
ひと

は４割
わり

、用
よう

事
じ

が無
な

くても地域
ち い き

の行
ぎょう

事
じ

や活
かつ

動
どう

へ参
さん

加
か

していない人
ひと

は５割
わり

となっています。 

福
ふく

祉
し

のまちづくりのために、住
じゅう

民
みん

の福
ふく

祉
し

意
い

識
しき

の向
こう

上
じょう

を図
はか

るとともに、住
じゅう

民
みん

同
どう

士
し

の交
こう

流
りゅう

を推
すい

進
しん

していく必
ひつ

要
よう

があります。 

 

  

17.5 

10.1 

15.3 

13.6 

28.9 

28.9 

31.2 

36.5 

6.6 

5.8 

0.0 

0.0 

0.5 

5.0 

平成25年度【第３期】調査
(n=561)

平成29年度【第４期】調査
(n=515)

(%)
0 20 40 60 80 100

特に用事がなくても行き来し、

困ったときは助け合える人がいる

簡単な頼みごと、物の貸し借りなどをする人がいる

立ち話をする程度の人がいる

あいさつする程度の人がいる

近所付き合いがない、またはしない

その他

無回答
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（４）今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

・地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の考
かんが

え方
かた

を普
ふ

及
きゅう

・啓
けい

発
はつ

し、地域
ち い き

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

の必要性
ひつようせい

や重要性
じゅうようせい

についての理解
り か い

を深
ふか

める必
ひつ

要
よう

があります。 

・住民
じゅうみん

が地域
ち い き

行事
ぎょうじ

等
とう

に参加
さ ん か

しやすいよう、効
こう

果
か

的
てき

な情
じょう

報
ほう

の発
はっ

信
しん

を行
おこな

っていく必
ひつ

要
よう

があります。 

・地域
ち い き

活動
かつどう

への参加
さ ん か

のきっかけづくりとして、時
じ

間
かん

がない人
ひと

でも空
あ

いた時
じ

間
かん

を活
かつ

用
よう

して参
さん

加
か

でき

る活動
かつどう

や住民
じゅうみん

の興味
きょうみ

をひく活動
かつどう

を検討
けんとう

するとともに、参加
さ ん か

しやすい仕組
し く

みをつくることが求
もと

められます。 

 

 

基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

２．地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

を担
にな

う人
じん

材
ざい

の育
いく

成
せい

 

（１）取組
とりくみ

の状 況
じょうきょう

 

取
とり

組
くみ

の方
ほう

向
こう

１：人
じん

材
ざい

の育
いく

成
せい

 

・地
ち

域
いき

で福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

を行
おこな

う人
じん

材
ざい

の育
いく

成
せい

 

・各種
かくしゅ

団体
だんたい

による講座
こ う ざ

等
とう

の実施
じ っ し

の支援
し え ん

 

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

を養成
ようせい

するための研修
けんしゅう

や講座
こ う ざ

等
とう

の実施
じ っ し

 

 

取組
とりくみ

の方向
ほうこう

２：N P O
えぬぴーおー

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

等
とう

の支援
し え ん

 

・福祉
ふ く し

コミュニティーセンター
こ み ゅ に て ぃ ー せ ん た ー

を拠点
きょてん

とした福祉
ふ く し

団体
だんたい

の活動
かつどう

支援
し え ん

 

・関係
かんけい

各課
か く か

の連携
れんけい

による小地域
しょうちいき

ネットワーク
ね っ と わ ー く

活動
かつどう

への参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

・ＮＰＯ
えぬぴーおー

活動
かつどう

等
とう

の情報
じょうほう

発信
はっしん

 

・福祉
ふ く し

基金
き き ん

助成金
じょせいきん

による福祉
ふ く し

活動
かつどう

団体
だんたい

の運営
うんえい

支援
し え ん

 

 

（２）現状
げんじょう

 

【アンケート
あ ん け ー と

より】 

・ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

活
かつ

動
どう

に参
さん

加
か

したことがある人
ひと

は２割
わり

となっています。 

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したことがない理由
り ゆ う

は「仕
し

事
ごと

や家
か

事
じ

で忙
いそが

しい（時
じ

間
かん

がない）から」

が４割
わり

、「きっかけがないから」が３割
わり

となっています。 

・今後
こ ん ご

、もしくはこれからもボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したい人
ひと

は４割
わり

となっています。また、今後
こ ん ご

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

を広
ひろ

げるために必
ひつ

要
よう

なこととして「ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

や活
かつ

動
どう

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

」が４割
わり

となっています。 
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【ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

より】 

・講座
こ う ざ

開催
かいさい

の過程
か て い

でボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動者
かつどうしゃ

の増
ぞう

加
か

に取
と

り組
く

んでいます。 

・定
てい

期
き

のボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

が多
おお

く、新
しん

規
き

のボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

の受
うけ

入
い

れがあまりできていない状態
じょうたい

です。 

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の高齢化
こうれいか

や指導者
しどうしゃ

等
とう

のリーダー役
り ー だ ー や く

となる人
ひと

の減少
げんしょう

が問題
もんだい

となっています。 

・人材
じんざい

確保
か く ほ

のため、他
ほか

法人
ほうじん

・他
ほか

団体
だんたい

等
とう

と協働
きょうどう

し、考
かんが

え方
かた

の共
きょう

有
ゆう

やイ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

の企
き

画
かく

・実
じっ

施
し

を行
おこな

っています。 

 

（３）課題
か だ い

 

支
ささ

え合
あ

いによる福
ふく

祉
し

のまちづくりを進
すす

めるためには、地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の活
かっ

性
せい

化
か

を図
はか

っていくことが大
たい

切
せつ

で、そのためには住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりが地域
ち い き

に関心
かんしん

をもち、地域
ち い き

社会
しゃかい

の

一員
いちいん

として積極的
せっきょくてき

に地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

することが求
もと

められます。 

しかしながら、アンケート
あ ん け ー と

結果
け っ か

をみると、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したい人
ひと

は４割
わり

、実
じっ

際
さい

に参
さん

加
か

した人
ひと

は２割
わり

にとどまっています。 

福
ふく

祉
し

のまちづくりを進
すす

めるために、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

等
とう

への住民
じゅうみん

の主体的
しゅたいてき

な参加
さ ん か

を促進
そくしん

し、

地域
ち い き

の福祉
ふ く し

活動
かつどう

を活性化
かっせいか

させていく必要
ひつよう

があります。 

 

（４）今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

・住
じゅう

民
みん

が、福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

を行
おこな

っているボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

やＮＰＯ
えぬぴーおー

等
とう

と出
で

会
あ

うきっかけをつくるとと

もに、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

等
とう

も、時
じ

間
かん

がない人
ひと

でも空
あ

いた時
じ

間
かん

を活用
かつよう

して参加
さ ん か

できる活動
かつどう

や住民
じゅうみん

の興味
きょうみ

をひく活動
かつどう

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

があります。また、地
ち

域
いき

の活
かつ

動
どう

をより一
いっ

層
そう

周
しゅう

知
ち

できるよう発
はっ

信
しん

を行
おこな

っていく必
ひつ

要
よう

があります。 

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の推進
すいしん

にはリーダー
り ー だ ー

の存在
そんざい

が重要
じゅうよう

であるため、リ
り

ー
ー

ダ
だ

ー
ー

育
いく

成
せい

に対
たい

する取
とり

組
くみ

が

求
もと

められています。 

・地域
ち い き

の団体間
だんたいかん

での情報
じょうほう

共有
きょうゆう

の場
ば

の確
かく

保
ほ

や連
れん

携
けい

の仕
し

組
く

みづくりが必要
ひつよう

です。 
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基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

３．地
ち

域
いき

での支
ささ

え合
あ

いの充
じゅう

実
じつ

 

（１）取組
とりくみ

の状 況
じょうきょう

 

取組
とりくみ

の方向
ほうこう

１：支
ささ

え合
あ

い活
かつ

動
どう

・見
み

守
まも

り活
かつ

動
どう

の推
すい

進
しん

 

・地
ち

域
いき

を構
こう

成
せい

する全
すべ

ての主体
しゅたい

を地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

への参加
さ ん か

につなげる啓発
けいはつ

活動
かつどう

 

・孤
こ

立
りつ

を防
ふせ

ぐための各
かく

種
しゅ

事
じ

業
ぎょう

を活
かつ

用
よう

した見
み

守
まも

りや訪
ほう

問
もん

活
かつ

動
どう

の推
すい

進
しん

 

 

取
とり

組
くみ

の方
ほう

向
こう

２：相
そう

談
だん

に結
むす

び付
つ

けるための支
し

援
えん

の充
じゅう

実
じつ

 

・住
じゅう

民
みん

や関
かん

係
けい

機
き

関
かん

に対
たい

し、相談
そうだん

窓口
まどぐち

の周知
しゅうち

と相談
そうだん

の必要性
ひつようせい

の啓発
けいはつ

 

・Ｃ Ｓ Ｗ
しーえすだぶりゅー

と専
せん

門
もん

機関
き か ん

が連携
れんけい

する相談
そうだん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

・Ｃ Ｓ Ｗ
しーえすだぶりゅー

と各地域
かくちいき

のサロン
さ ろ ん

活動
かつどう

の交流
こうりゅう

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

 

・生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

（経済的
けいざいてき

困窮
こんきゅう

・社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

）など社
しゃ

会
かい

情
じょう

勢
せい

を踏
ふ

まえた新
あら

たな相
そう

談
だん

事
じ

業
ぎょう

の検
けん

討
とう

 

 

取組
とりくみ

の方向
ほうこう

３：災害
さいがい

対策
たいさく

の推進
すいしん

と避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

・避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

支援
し え ん

に係
かかわ

る制
せい

度
ど

の周
しゅう

知
ち

と認
にん

知
ち

度
ど

向
こう

上
じょう

の推
すい

進
しん

 

・避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

の整
せい

備
び

及
およ

び定
てい

期
き

的
てき

な更新
こうしん

等
とう

の管理
か ん り

や避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

関係者
かんけいしゃ

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

による、発災
はっさい

時
じ

に有効
ゆうこう

に活用
かつよう

できる体制
たいせい

づくりの推進
すいしん

 

・すべての方々
かたがた

が参加
さ ん か

できる防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

と、関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

を含
ふく

めた参
さん

加
か

の呼
よ

びかけの推
すい

進
しん

 

 

取組
とりくみ

の方向
ほうこう

４：専門
せんもん

機関
き か ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連携
れんけい

と活動
かつどう

支援
し え ん

 

・自治会
じ ち か い

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

、民生
みんせい

委員
いいん

・児童
じどう

委員
いいん

、各種
かくしゅ

団体
だんたい

との連携
れんけい

強化
きょうか

による支
ささ

え合
あ

い活
かつ

動
どう

の促
そく

進
しん

 

・民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

などが実施
じ っ し

する地域
ち い き

活動
かつどう

と連携
れんけい

した

公的
こうてき

支援
し え ん

の推進
すいしん
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（２）現状
げんじょう

 

【アンケート
あ ん け ー と

より】 

・地
ち

域
いき

の福
ふく

祉
し

の問
もん

題
だい

に対
たい

し、住
じゅう

民
みん

相
そう

互
ご

の自
じ

主
しゅ

的
てき

な支
ささ

え合
あ

いや助
たす

け合
あ

いの必
ひつ

要
よう

性
せい

については、「必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う」が９割
わり

となっています。また、隣
となり

近
きん

所
じょ

に高
こう

齢
れい

者
しゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

の介
かい

護
ご

や子
こ

育
そだ

てなど

で困
こま

っている人
ひと

がいた場
ば

合
あい

にできる援助
えんじょ

は「安
あん

否
ぴ

確
かく

認
にん

の声
こえ

かけ」が６割
わり

、「買
か

い物
もの

の手
て

伝
つだ

い」

が３割
わり

となっており、実際
じっさい

にしてほしい援助
えんじょ

としては「安
あん

否
ぴ

確
かく

認
にん

の声
こえ

かけ」、「買
か

い物
もの

の手
て

伝
つだ

い」が５割
わり

となっています。 

・四條畷
しじょうなわて

市
し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

らない人
ひと

は８割
わり

となっています。 

・民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

の名前
な ま え

を知
し

らない人
ひと

は第
だい

３期
き

計
けい

画
かく

では７割
わり

だったのに対
たい

し、第
だい

４期
き

計
けい

画
かく

で

は６割
わり

となっており、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

の名
な

前
まえ

を知
し

らない割
わり

合
あい

が減
げん

少
しょう

しています。 

 

 

 

 

 

 

・コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

の活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

について知
し

らない人
ひと

の割
わり

合
あい

は８割
わり

となっています。 

・「四條畷
しじょうなわて

市
し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

」を知
し

らない人
ひと

は８割
わり

となっています。 

 

【ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

より】 

・複
ふく

数
すう

の団
だん

体
たい

が集
あつ

まることで課
か

題
だい

の共
きょう

有
ゆう

化
か

や先
せん

進
しん

的
てき

な取
とり

組
くみ

の周
しゅう

知
ち

を行
おこな

っていますが、公的
こうてき

な

機関
き か ん

との連携
れんけい

は不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

だと感
かん

じています。 

・一
ひと

人
り

暮
ぐ

らしの人
ひと

や地
ち

域
いき

とのつながりが薄
うす

い人
ひと

へのア
あ

プ
ぷ

ロ
ろ

ー
ー

チ
ち

の方法
ほうほう

が課題
か だ い

となっています。 

・避難
ひ な ん

訓練
くんれん

や防犯
ぼうはん

教室
きょうしつ

を行
おこな

うことで防
ぼう

災
さい

・防
ぼう

犯
はん

の意
い

識
しき

の向
こう

上
じょう

に努
つと

めていますが、災
さい

害
がい

時
じ

にお

ける備品
び ひ ん

の不足
ふ そ く

など、あらゆる想
そう

定
てい

に対
たい

しての対
たい

応
おう

は不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

です。 

 

  

22.8 

22.9 

6.6 

12.2 

54.2 

48.0 

13.9 

10.5 

2.5 

6.4 

平成25年度【第３期】調査
(n=561)

平成29年度【第４期】調査
(n=515)

(%)
0 20 40 60 80 100

顔も名前も知っている

顔はわからないが、名前は知っている

誰が担当なのかわからない

民生委員・児童委員の制度自体を知らない

無回答
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（３）課題
か だ い

 

誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で安
あん

心
しん

して生
せい

活
かつ

していくためには、地域
ち い き

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

を基礎
き そ

として、そ

こに暮
く

らすすべての住
じゅう

民
みん

が主
しゅ

体
たい

となり、互
たが

いに助
たす

け、支
ささ

えられる関
かん

係
けい

を作
つく

ることが必
ひつ

要
よう

です。 

しかしながら、ア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

結
けっ

果
か

をみると、地
ち

域
いき

の見
み

守
まも

り・支
ささ

え合
あ

い活
かつ

動
どう

を担
にな

う四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

の活
かつ

動
どう

は多
おお

くの人
ひと

に知
し

られ

ていないのが現
げん

状
じょう

です。ヒ
ひ

ア
あ

リ
り

ン
ん

グ
ぐ

結
けっ

果
か

をみると、地域
ち い き

と行政
ぎょうせい

の連携
れんけい

が不十分
ふじゅうぶん

であることが

課題
か だ い

としてあげられています。 

住民
じゅうみん

同士
ど う し

が協 力
きょうりょく

して、お
お

互
たが

いに助
たす

け合
あ

い、支
ささ

え合
あ

える関
かん

係
けい

をつくるために、住民
じゅうみん

、地域
ち い き

団体
だんたい

、

行政
ぎょうせい

の協働
きょうどう

による福祉
ふ く し

活動
かつどう

のすすめ方
かた

を検討
けんとう

していく必要
ひつよう

があります。 

また、近年
きんねん

の大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

や風水害
ふうすいがい

の発生
はっせい

により、災害
さいがい

時
じ

の安全
あんぜん

対策
たいさく

も重要
じゅうよう

視
し

される中
なか

、災害
さいがい

時
じ

における自助
じ じ ょ

・共助
きょうじょ

の推進
すいしん

も重要
じゅうよう

な視点
し て ん

となっています。 

 

（４）今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

・支
ささ

え合
あ

いや助
たす

け合
あ

いの活
かつ

動
どう

を担
にな

う四條畷
しじょうなわて

市
し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、

コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

の活動
かつどう

や利用
り よ う

方法
ほうほう

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を行
おこな

うことが大切
たいせつ

です。 

・各主体
かくしゅたい

の情報
じょうほう

共有化
きょうゆうか

や協
きょう

働
どう

の体
たい

制
せい

づくりを推
すい

進
しん

し、横断的
おうだんてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

が求
もと

められます。 

・災害
さいがい

が発生
はっせい

した時
とき

に避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

への円
えん

滑
かつ

な避
ひ

難
なん

支
し

援
えん

が行
おこな

われるように「四條畷
しじょうなわて

市
し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

」の周
しゅう

知
ち

を行
おこな

う必
ひつ

要
よう

があります。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４．安心
あんしん

して利用
り よ う

できる福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

（１）取組
とりくみ

の状 況
じょうきょう

 

取組
とりくみ

の方向
ほうこう

１：福祉
ふ く し

にかかわる権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

・成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

の制度
せ い ど

の周知
しゅうち

 

・高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、児童
じ ど う

の虐待
ぎゃくたい

・人
じん

権
けん

侵
しん

害
がい

防
ぼう

止
し

に向
む

けた啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

 

・市
し

民
みん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

実
じっ

施
し

に向
む

けての調
ちょう

査
さ

・研究
けんきゅう

 

 

取組
とりくみ

の方向
ほうこう

２：福祉
ふ く し

情報
じょうほう

等
とう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

・多様
た よ う

な媒体
ばいたい

を活用
かつよう

した福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

発
はっ

信
しん

 

・地
ち

域
いき

団
だん

体
たい

等
とう

に向
む

けて出前
で ま え

講座
こ う ざ

等
とう

を活用
かつよう

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

 

取組
とりくみ

の方向
ほうこう

３：適正
てきせい

な福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

 

・市民
し み ん

の意見
い け ん

から把握
は あ く

できる福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

に関
かん

する改
かい

善
ぜん

の推
すい

進
しん

 

・多様
た よ う

なニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

できる、職員
しょくいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

の推進
すいしん

 

 

（２）現状
げんじょう

 

【アンケート
あ ん け ー と

より】 

・成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

を知
し

っている人
ひと

は４割
わり

となっています。 

・市
し

民
みん

後
こう

見
けん

人
にん

の内
ない

容
よう

を知
し

っている人
ひと

は２割
わり

、市民
しみん

後見人
こうけんにん

に興味
きょうみ

がある人
ひと

は１割
わり

となっています。ま

た、興味
きょうみ

をもっている人
ひと

のうち、自
じ

身
しん

が市
し

民
みん

後
こう

見
けん

人
にん

になりたいと思
おも

う人
ひと

は３割
わり

となっています。 

・福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を安心
あんしん

して利用
り よ う

できる状 況
じょうきょう

をつくるために必要
ひつよう

なことは「福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の種類
しゅるい

や内容
ないよう

、利用料
りようりょう

などの情報
じょうほう

」が７割
わり

、「相談
そうだん

できる場所
ば し ょ

や相談員
そうだんいん

の情報
じょうほう

」が５割
わり

、「福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

を提
てい

供
きょう

する事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

の情
じょう

報
ほう

」が４割
わり

となっています。 

・市
し

の福
ふく

祉
し

や保
ほ

健
けん

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

源
げん

として希望
き ぼ う

されるのは「市
し

の広報誌
こうほうし

や窓口
まどぐち

」が７割
わり

、「自
じ

治
ち

会
かい

の回
かい

覧
らん

板
ばん

や掲
けい

示
じ

板
ばん

」が５割
わり

、「地
ち

域
いき

情
じょう

報
ほう

誌
し

」が３割
わり

となっています。また、知
し

りたい情
じょう

報
ほう

の

内容
ないよう

は「サービス
さ ー び す

の情報
じょうほう

」「サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

方法
ほうほう

の情報
じょうほう

」「介護
か い ご

保険
ほ け ん

」が４割
わり

、「健
けん

康
こう

づく

りについて」、「提
てい

供
きょう

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

について」が３割
わり

となっています。 

 

【ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

より】 

・専門
せんもん

分野
ぶ ん や

の相談
そうだん

だけでなく、その他
た

の幅
はば

広
ひろ

い相
そう

談
だん

に対
たい

応
おう

できるよう努
つと

めています。 

・施
し

設
せつ

として相
そう

談
だん

の受
う

け入
い

れ体
たい

制
せい

は整
ととの

っているものの適
てき

切
せつ

な支援
しえん

につなげられておらず、多様化
た よ う か

す

るニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

できていない状 況
じょうきょう

です。 

 



20 

（３）課題
か だ い

 

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に適切
てきせつ

なサービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

するためには、どのようなサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

があり、ど

のようにすれば利用
り よ う

できるかなど、利用者側
りようしゃがわ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を積極的
せっきょくてき

に発信
はっしん

することが大切
たいせつ

です。

また、生
せい

活
かつ

ス
す

タ
た

イ
い

ル
る

や考
かんが

え方
かた

が多
た

様
よう

化
か

する中
なか

において、住民
じゅうみん

が求
もと

める福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

も多様化
た よ う か

・

個別化
こ べ つ か

し、それぞれに応
おう

じたきめ細
こま

かなサービス
さ ー び す

の提
てい

供
きょう

が求
もと

められています。 

しかしながら、ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

結果
けっか

をみると、多様化
た よ う か

するニーズ
に ー ず

には対応
たいおう

できていないのが現状
げんじょう

です。 

多様化
た よ う か

・個別化
こ べ つ か

した福祉
ふ く し

ニーズ
に ー ず

にきめ細
こま

かに対
たい

応
おう

するためには、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の中
ちゅう

心
しん

的
てき

な役
やく

割
わり

を担
にな

う社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の機能
き の う

強化
きょうか

とともに、行政
ぎょうせい

や社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、専門
せんもん

機関
き か ん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

づく

りの推
すい

進
しん

が求
もと

められます。 

 

（４）今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の構築
こうちく

に向
む

けて、成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

の制
せい

度
ど

の周
しゅう

知
ち

を行
おこな

う

必要
ひつよう

があります。 

・福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を安心
あんしん

して利用
り よ う

できる状 況
じょうきょう

をつくるために、正確
せいかく

な情報
じょうほう

をより効果的
こうかてき

に発信
はっしん

す

るとともに、支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に情報
じょうほう

がいきわたるよう、効果的
こうかてき

な情報
じょうほう

発信
はっしん

の方法
ほうほう

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

があります。 

・福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用者
りようしゃ

などの当事者
とうじしゃ

だけでなく、家族
か ぞ く

を含
ふく

め広
ひろ

く、各
かく

保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

関
かん

係
けい

機
き

関
かん

の事業
じぎょう

内容
ないよう

等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

う必
ひつ

要
よう

があります。 

・多様化
た よ う か

するニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するため、各分野
かくぶんや

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

が連携
れんけい

した、福祉
ふ く し

の総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

など、包括的
ほうかつてき

な支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の整
せい

備
び

が求
もと

められます。 
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第
だい

３章
しょう

 計画
けいかく

の体系
たいけい

 

庁内
ちょうない

関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

、関係
かんけい

団体
だんたい

が連携
れんけい

を図
はか

り、施策
し さ く

の展開
てんかい

を図
はか

っていきます。 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 みんなの力
ちから

で地域
ち い き

からつくる、暖
あたた

かみのあるまち 
 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１．地域
ち い き

福祉
ふ く し

を支
ささ

える人
ひと

づくり ～ 個々
こ こ

の意識
い し き

向上
こうじょう

 ～ 
 

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 施策
し さ く

の方向
ほうこう

 連携課
れんけいか

等
とう

 

１．福祉
ふ く し

意識
い し き

の醸成
じょうせい

 

１．福祉
ふ く し

意識
い し き

の啓発
けいはつ

 

２．福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

３．福祉
ふ く し

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、学校
がっこう

教育課
きょういくか

 等
とう

 

２．人材
じんざい

の養成
ようせい

 
１．福祉

ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

２．市
し

職員
しょくいん

の意識
い し き

の向上
こうじょう

 
社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、地域
ち い き

協働課
きょうどうか

 等
とう

 

  

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の仕
し

組
く

みづくり ～ 「我が
わ が

事
こと

・丸
まる

ごと」の地
ち

域
いき

づくり ～ 
 

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 施策
し さ く

の方向
ほうこう

 連携課
れんけいか

等
とう

 

１．地域
ち い き

の課題
か だ い

を 

「我
わ

が事
こと

」として 

捉
とら

える地
ち

域
いき

づくり 

１．「我
わ

が事
こと

」の意
い

識
しき

の醸
じょう

成
せい

 

２．地域
ち い き

の多様
た よ う

な活動
かつどう

の促進
そくしん

 

３．自治会
じ ち か い

活動
かつどう

等
とう

への支援
し え ん

 

４．支
ささ

え合
あ

い・見
み

守
まも

り活
かつ

動
どう

の推
すい

進
しん

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、人権
じんけん

・市民
し み ん

相談課
そうだんか

、 

地域
ち い き

協働課
きょうどうか

、学校
がっこう

教育課
きょういくか

 等
とう

 

２．「丸
まる

ごと」受
う

け止
と

め

る仕
し

組
く

みづくり 

１．協働
きょうどう

による包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

２．地域
ち い き

交流
こうりゅう

の場
ば

・居
い

場
ば

所
しょ

づくりの推進
すいしん

 
社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 等
とう

 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３．安心
あんしん

して暮
く

らせる社
しゃ

会
かい

環
かん

境
きょう

づくり ～ 誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくり ～ 
 

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 施策
し さ く

の方向
ほうこう

 連携課
れんけいか

等
とう

 

１．防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 （★重点的
じゅうてんてき

な取組
とりくみ

） 

１．防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

２．災害
さいがい

時
じ

支援
し え ん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

危機
き き

管理課
か ん り か

、高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

、 

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

 等
とう

 

２．生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 
１．移動

い ど う

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

２．情報
じょうほう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

建設課
けんせつか

、秘書
ひ し ょ

広報課
こうほうか

、 

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

推進課
すいしんか

 等
とう

 

３．生涯
しょうがい

を通
つう

じた

健康
けんこう

づくり 

１．健
けん

康
こう

づくりの推
すい

進
しん

 

２．食育
しょくいく

の推進
すいしん

 
保健
ほ け ん

センター
せ ん た ー

 等
とう

 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４．適切
てきせつ

な支援
し え ん

につなぐ仕
し

組
くみ

みづくり ～ 誰
だれ

もが自立
じ り つ

して暮
く

らせるまちづくり ～ 
 

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 施策
し さ く

の方向
ほうこう

 連携課
れんけいか

等
とう

 

１．さまざまな地域
ち い き

 

課題
か だ い

への対応
たいおう

 

１．高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、子
こ

育
そだ

て支
しえん

援の充実
じゅうじつ

 

２．生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

、就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な方
かた

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

３．その他
そ の た

の支援
し えん

が必要
ひつよう

な人
ひと

への対応
たいおう

 

高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

、 障
しょう

が い 福祉課
ふ く し か

、 子ども
こ ど も

政策課
せいさくか

、学校
がっこう

教育課
きょういくか

、青少年
せいしょうねん

育成課
いくせいか

、人権
じんけん

・

市民
し み ん

相談課
そうだんか

・生活
せいかつ

福祉課
ふ く し か

、子ども
こ ど も

支援課
し え ん か

 等
とう

 

２．権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 
１．虐待

ぎゃくたい

・ D V
でぃーぶい

の防止
ぼ う し

 

２．権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

、高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

、障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

、 

人権
じんけん

・市民
しみん

相談課
そうだんか

、子
こ

ども政策課
せいさくか

、 

子
こ

育
そだ

て総
そう

合
ごう

支
しえん

援センター、
せ ん た ー

 等
とう

 

３．自殺
じ さ つ

対策
たいさく

の推進
すいしん

 
１．自殺

じ さ つ

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

２．自殺
じ さ つ

未遂者
みすいしゃ

や遺族
い ぞ く

等
とう

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

庁内
ちょうない

窓口
まどぐち

対応
たいおう

各課
か く か

、 

人権
じんけん

・市民
し みん

相談課
そうだんか

 等
とう

 

４．包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

１．福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

２．相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 
社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 等
とう
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★ 重点的
じゅうてんてき

な取組
とりくみ

 

「四條畷
しじょうなわて

市
し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

～なわて災
さい

害
がい

時
じ

地
ち

域
いき

支
ささ

え合
あ

い制
せい

度
ど

～」の推進
すいしん

 

東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の発生
はっせい

をきっかけに、地域
ち い き

における防災
ぼうさい

活動
かつどう

の重要性
じゅうようせい

が再認識
さいにんしき

され、住
じゅう

民
みん

の防
ぼう

災
さい

に対
たい

する関
かん

心
しん

も高
たか

まってきています。また、近年
きんねん

の大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

や風水害
ふうすいがい

の発生
はっせい

により、災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

に不
ふ

安
あん

を感
かん

じる人
ひと

が増
ふ

えており、災
さい

害
がい

に強
つよ

いまちづくりが重要
じゅうよう

視
し

されています。 

地域
ち い き

の防災力
ぼうさいりょく

を強化
きょうか

するためには、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

において、自
じ

分
ぶん

自
じ

身
しん

を守
まも

る「自
じ

助
じょ

」、近
きん

所
じょ

や地
ち

域
いき

の人
ひと

々
びと

と助
たす

け合
あ

う「共
きょう

助
じょ

」、行政
ぎょうせい

が主体
しゅたい

となって課題
か だ い

を解決
かいけつ

する「公
こう

助
じょ

」、それぞれの取組
とりくみ

が連携
れんけい

し、効果的
こうかてき

に機
き

能
のう

することが求
もと

められています。 

特
とく

に災害
さいがい

発生
はっせい

直後
ちょくご

は、安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や被災者
ひさいしゃ

の救 出
きゅうしゅつ

など地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

が果
は

たす役
やく

割
わり

である「共助
きょうじょ

」が

機能
き の う

することが大変
たいへん

重要
じゅうよう

で、中
なか

でも、高
こう

齢
れい

者
しゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

、災害
さいがい

時
じ

に自力
じ り き

で避難
ひ な ん

することが困難
こんなん

な人
ひと

「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

」への支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が急務
きゅうむ

となっています。 

このような中
なか

、平成
へいせい

25年
ねん

に災害
さいがい

対策
たいさく

基本法
きほんほう

が改正
かいせい

され、「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

」の名
めい

簿
ぼ

の作
さく

成
せい

が市
し

町
ちょう

村
そん

に義
ぎ

務
む

付
づ

けされました。 

本市
ほ ん し

では、この名簿
め い ぼ

を活用
かつよう

し、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

には「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

」への円
えん

滑
かつ

な避
ひ

難
なん

支
し

援
えん

が行
おこな

わ

れるよう「四條畷
しじょうなわて

市
し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

」を作成
さくせい

・推進
すいしん

し、日頃
ひ ご ろ

から防災
ぼうさい

に対
たい

する意
い

識
しき

を

高
たか

めるとともに、地域
ち い き

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

の向上
こうじょう

により災害
さいがい

に強
つよ

いまちづくりを進
すす

めています。 

今後
こ ん ご

も「四條畷
しじょうなわて

市
し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

」に基
もと

づき、災
さい

害
がい

発
はっ

生
せい

時
じ

に「共助
きょうじょ

」の取組
とりくみ

が効果的
こうかてき

に機能
き の う

するよう、住
じゅう

民
みん

に対
たい

しプ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

の内
ない

容
よう

等
とう

に関
かん

する周
しゅう

知
ち

を行
おこな

うなど、地域
ち い き

の「共助
きょうじょ

」の重要性
じゅうようせい

の理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、地
ち

域
いき

の防
ぼう

災
さい

力
りょく

の向
こう

上
じょう

に向
む

けて、積
せっ

極
きょく

的
てき

に取
と

り組
く

んでいきます。 
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第
だい

４章
しょう

 基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

 

第
だい

４章
しょう

の構
こう

成
せい

（計
けい

画
かく

書
しょ

の見
み

方
かた

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたり、 

設定
せってい

した数値
す う ち

目標
もくひょう

です。 

 

各取組
かくとりくみ

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を示
しめ

しています。 

取
とり

組
くみ

の方
ほう

向
こう

を示
しめ

しています。 

具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

を示
しめ

しています。 

●のマーク
ま ー く

の取組
とりくみ

は、すべての

住民
じゅうみん

を対象
たいしょう

としています。 

かっこ内
ない

は今後
こ ん ご

の取組
とりくみ

内容
ないよう

を示
しめ

しています。 

拡充
かくじゅう

：現行
げんこう

の取組
とりくみ

をさらに拡大
かくだい

します。 

継続
けいぞく

：現行
げんこう

の取組
とりくみ

を維持
い じ

します。 

新規
し ん き

：新
あら

たな取組
とりくみ

を行
おこな

います。 

この計画
けいかく

の柱
はしら

となる 

４つの基本
き ほ ん

目標
もくひょう

です 

取
とり

組
くみ

例
れい

に対
たい

して関
かん

連
れん

がある場
ば

合
あい

は○
まる

をつけています。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１．地域
ち い き

福祉
ふ く し

を支
ささ

える人
ひと

づくり ～個々
こ こ

の意識
い し き

向上
こうじょう

～ 

近年
きんねん

の人口
じんこう

減少
げんしょう

・高齢化
こうれいか

に加
くわ

えて少
しょう

子
し

化
か

・世
せ

帯
たい

の小
しょう

規
き

模
ぼ

化
か

等
とう

が進
すす

む中
なか

で、地域
ち い き

の生活
せいかつ

課題
か だ い

は

多様化
た よ う か

・複雑化
ふくざつか

してきています。しかしその一方
いっぽう

で、地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

を支
ささ

える人
ひと

や福祉
ふ く し

人材
じんざい

が減少
げんしょう

して

いる現状
げんじょう

にあります。 

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

を支
ささ

える人
ひと

を増
ふ

やし、地域
ち い き

を活性化
かっせいか

するためには、住
じゅう

民
みん

がお互
たが

いを理
り

解
かい

し、多
た

様
よう

性
せい

を認
みと

め合
あ

い、尊
そん

重
ちょう

し合
あ

うことができるよう福
ふく

祉
し

意
い

識
しき

の醸
じょう

成
せい

を図
はか

る必
ひつ

要
よう

があります。 

また、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

を支
ささ

えるのは住
じゅう

民
みん

一
ひと

人
り

ひとりの主体的
しゅたいてき

な活動
かつどう

であるため、人
ひと

と人
ひと

とが助
たす

け合
あ

い、

支
ささ

え合
あ

う地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の推
すい

進
しん

役
やく

となるボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

やＮＰ
えぬぴー

О
おー

など、活動
かつどう

にかかわる団体
だんたい

の人材
じんざい

の確保
か く ほ

・

育成
いくせい

によって、自発的
じはつてき

・主体的
しゅたいてき

な活動
かつどう

の活性化
かっせいか

を促進
そくしん

していく必要
ひつよう

があります。 

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の推
すい

進
しん

に向
む

け、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの地域
ち い き

福祉
ふ く し

の主
しゅ

体
たい

としての自
じ

覚
かく

を促
うなが

すため、地域
ち い き

福祉
ふ く し

や地域
ち い き

共生
きょうせい

の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

、福
ふく

祉
し

に関
かん

する学
がく

習
しゅう

機
き

会
かい

や福祉
ふ く し

体験
たいけん

機会
き か い

の提供
ていきょう

、地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

のＰＲ
ぴーあーる

等
とう

を行
おこな

うとともに、福
ふく

祉
し

人
じん

材
ざい

の確
かく

保
ほ

・育
いく

成
せい

に向
む

けた取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

 

 

【数値
す う ち

目標
もくひょう

】 

№
なんばー

 指標
しひょう

 

第
だい

3期
き

計
けい

画
かく

 

策
さく

定
てい

時
じ

値
ち

 

（平
へい

成
せい

24年
ねん

度
ど

） 

現
げん

状
じょう

値
ち

 

（平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

） 

目
もく

標
ひょう

値
ち

 

（平
へい

成
せい

34年
ねん

度
ど

） 

① 地
ち

域
いき

の支
ささ

え合
あ

いの必
ひつ

要
よう

性
せい

を感
かん

じる人
ひと

の増
ぞう

加
か

 88.8％ 86.4％ 91.0％ 

② ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したい人
ひと

の増加
ぞ う か

 − 41.0％ 45.0％ 

 

 

１ 福祉
ふ く し

意識
い し き

の醸成
じょうせい

 

（１）福祉
ふ く し

意識
い し き

の啓発
けいはつ

 

● 住
じゅう

民
みん

の地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

、地
ち

域
いき

共
きょう

生
せい

への理
り

解
かい

を深
ふか

めるため、地域
ち い き

福祉
ふ く し

や地域
ち い き

共生
きょうせい

の理念
り ね ん

、本計画
ほんけいかく

や

関連
かんれん

計画
けいかく

について周知
しゅうち

・啓
けい

発
はつ

を行
おこな

います。 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 広報誌
こうほうし

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

・ＳＮＳ
えすえぬえす

※等
とう

による啓発
けいはつ

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 
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（２）福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

○ 子
こ

どもの頃
ころ

から、すべての人
ひと

を個
こ

人
じん

として尊
そん

重
ちょう

し、「ともに生
い

きる力
ちから

」を培
つちか

うことができ

るよう、学校
がっこう

、関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、小
しょう

学
がく

生
せい

・中
ちゅう

学
がく

生
せい

に対
たい

し、学
がく

習
しゅう

機
き

会
かい

の提
てい

供
きょう

に努
つと

めます。 

○ 家
か

庭
てい

における福
ふく

祉
し

教
きょう

育
いく

の推
すい

進
しん

に向
む

けて、学校
がっこう

、関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、小学生
しょうがくせい

・中学生
ちゅうがくせい

の保
ほ

護者
ご し ゃ

に対
たい

し、学
がく

習
しゅう

機
き

会
かい

の提
てい

供
きょう

に努
つと

めます。 

● 一
ひと

人
り

ひとりの個
こ

性
せい

と多
た

様
よう

性
せい

への理
り

解
かい

を深
ふか

めるため、地域
ち い き

における福祉
ふ く し

体験
たいけん

機会
き か い

の提供
ていきょう

や

多世代
た せ だ い

の交流
こうりゅう

を促進
そくしん

します。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 学校
がっこう

や関係
かんけい

団体
だんたい

での研修
けんしゅう

、啓発
けいはつ

実施
じ っ し

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

◆ 他
た

分野
ぶ ん や

のイベント
い べ ん と

等
とう

の活用
かつよう

による啓発
けいはつ

（新規
し ん き

） ○ ○ ○ 

◆ 地域
ち い き

交流
こうりゅう

ひろば支援
し え ん

（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 

 

 

（３）福
ふく

祉
し

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

 

● 住
じゅう

民
みん

の地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

への関
かん

心
しん

を高
たか

めるため、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

収
しゅう

集
しゅう

に努
つと

め、活
かつ

動
どう

の

内容
ないよう

や魅力
みりょく

を発信
はっしん

していきます。 

● 地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の推
すい

進
しん

に向
む

けて、地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

を行
おこな

う団
だん

体
たい

や住
じゅう

民
みん

に対
たい

し、地域
ち い き

の取組
とりくみ

の好事例
こうじれい

等
とう

を発信
はっしん

していきます。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 広報誌
こうほうし

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

・ＳＮＳ
えすえぬえす

等
とう

による情報
じょうほう

発信
はっしん

 

（拡充
かくじゅう

） 
○ ○ ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ＳＮＳ
えすえぬえす

：イ
い

ン
ん

タ
た

ー
ー

ネ
ね

ッ
っ

ト
と

を介
かい

して人
にん

間
げん

関
かん

係
けい

を構築
こうちく

できるスマホ
す ま ほ

・パソコン用
ぱ そ こ ん よ う

のWeb
ウ ェ ブ

サービス
さ ー び す

の総称
そうしょう
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２ 人材
じんざい

の養成
ようせい

 

（１）福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

● 地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

の重要
じゅうよう

な役
やく

割
わり

を担
にな

う民
みん

生
せい

委
い

員
いん

・児
じ

童
どう

委
い

員
いん

として活
かつ

躍
やく

できる人
ひと

を増
ふ

やすため、

委員
い い ん

の役割
やくわり

や制度
せ い ど

、活動
かつどう

内容
ないよう

について、住
じゅう

民
みん

に周
しゅう

知
ち

し、理
り

解
かい

の促
そく

進
しん

に努
つと

めます。 

● 住
じゅう

民
みん

が地
ち

域
いき

団
だん

体
たい

の活
かつ

動
どう

を知
し

り、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

への関
かん

心
しん

を高
たか

めることができるよう、各
かく

種
しゅ

団
だん

体
たい

、地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

の情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

を行
おこな

います。 

● 福
ふく

祉
し

人
じん

材
ざい

の育
いく

成
せい

に向
む

け、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

を養成
ようせい

するための研
けん

修
しゅう

や講
こう

座
ざ

等
とう

の実
じっ

施
し

に努
つと

めます。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

活動
かつどう

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

◆ ＮＰＯ
えぬぴーおー

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

活動
かつどう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

◆ ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

養成
ようせい

講座
こ う ざ

の開催
かいさい

支援
し え ん

（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 

 

（２）市
し

職員
しょくいん

の意識
い し き

の向上
こうじょう

 

○ 市
し

職員
しょくいん

が地域
ち い き

福祉
ふ く し

への理
り

解
かい

を深
ふか

めることができるよう、すべての職
しょく

員
いん

に対
たい

し、意
い

識
しき

啓
けい

発
はつ

を

行
おこな

います。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 職
しょく

員
いん

に対
たい

する意
い

識
しき

啓
けい

発
はつ

（拡
かく

充
じゅう

）   ○ 
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基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

２．地
ち

域
いき

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の仕
し

組
く

みづくり～「我
わ

が事
こと

・丸
まる

ごと」の地域
ち い き

づくり～  

地域
ち い き

にはさまざまな人
ひと

が生活
せいかつ

をしています。その中
なか

には、高齢
こうれい

で介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

、認知症
にんちしょう

で

見
み

守
まも

りを必
ひつ

要
よう

とする人
ひと

、障
しょう

がいにより支援
し え ん

を必要
ひつよう

としている人
ひと

、子
こ

育
そだ

てや介
かい

護
ご

で悩
なや

みを抱
かか

えてい

る人
ひと

、ひとり暮
ぐ

らしで孤
こ

立
りつ

している人
ひと

など、さまざまな悩
なや

みや生
い

きづらさを感
かん

じ、支援
し え ん

を必要
ひつよう

とし

ている人
ひと

も少
すく

なくありません。 

そのような中
なか

で、住民
じゅうみん

の一人
ひ と り

ひとりが自
みずか

ら住
す

んでいるまちの現
げん

状
じょう

を知
し

り、地
ち

域
いき

や地
ち

域
いき

で暮
く

ら

す人
ひと

に関
かん

心
しん

をもち、地
ち

域
いき

で困
こま

っている人
ひと

の問
もん

題
だい

を「我
わ

が事
こと

」としてとらえ、解
かい

決
けつ

に向
む

けて積
せっ

極
きょく

的
てき

に

取
と

り組
く

むことが、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の原
げん

点
てん

になります。 

支
ささ

え合
あ

いによる福
ふく

祉
し

のまちづくりを推
すい

進
しん

するためには、地
ち

域
いき

団
だん

体
たい

の活
かつ

動
どう

を促進
そくしん

するとともに、

住民
じゅうみん

が積極的
せっきょくてき

に地域
ち い き

に参加
さ ん か

することができる環境
かんきょう

を整備
せ い び

し、住民
じゅうみん

のつながりや地域
ち い き

団体
だんたい

の連携
れんけい

を一層
いっそう

強化
きょうか

していく必要
ひつよう

があります。また、地
ち

域
いき

の様
さま

々
ざま

な問
もん

題
だい

を「丸
まる

ごと」受
う

け止
と

める総
そう

合
ごう

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の整
せい

備
び

に取
と

り組
く

んでいくことも重
じゅう

要
よう

になっています。 

地域
ち い き

のつながりを強化
きょうか

し、地域
ち い き

の支
ささ

え合
あ

いの仕組
し く

みをつくるため、住
じゅう

民
みん

個
こ

々
こ

の生
せい

活
かつ

状
じょう

況
きょう

に応
おう

じ

て、できる範囲
は ん い

で地域
ち い き

に参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

をつくることや、住民
じゅうみん

が地域
ち い き

に参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

づ

くりや地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

を担
にな

う者
もの

となる地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

への支
し

援
えん

に取
と

り組
く

むとともに、支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

に適切
てきせつ

な

支援
し え ん

が行
おこな

えるよう、対
たい

象
しょう

者
しゃ

ごとに整備
せ い び

された公的
こうてき

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を「縦
たて

割
わ

り」から「丸
まる

ごと」へと

転
てん

換
かん

していくため体
たい

制
せい

づくりを進
すす

めていきます。 

 

【数値
す う ち

目標
もくひょう

】 

№
なんばー

 指標
しひょう

 

第
だい

3期
き

計
けい

画
かく

 

策
さく

定
てい

時
じ

値
ち

 

（平
へい

成
せい

24年
ねん

度
ど

） 

現
げん

状
じょう

値
ち

 

（平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

） 

目
もく

標
ひょう

値
ち

 

（平
へい

成
せい

34年
ねん

度
ど

） 

③ 
住
す

んでいる地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

や活動
かつどう

に参加
さ ん か

してい

る人
ひと

の増加
ぞ う か

 
46.5％ 45.0％ 50.0％ 

④ ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の経験
けいけん

がある人
ひと

の増加
ぞ う か

 18.7％ 19.8％ 22.0％ 

⑤ 
立
た

ち話
ばなし

以
い

上
じょう

の近
きん

所
じょ

づきあいがある人
ひと

の増
ぞう

加
か

 
61.7％ 52.6％ 58.0％ 
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１ 地
ち

域
いき

の課
か

題
だい

を「我
わ

が事
こと

」として捉
とら

える地
ち

域
いき

づくり 

（１）「我
わ

が事
こと

」の意
い

識
しき

の醸
じょう

成
せい

 

○ 表
おもて

に出
で

にくい深
しん

刻
こく

な状
じょう

況
きょう

にある世帯
せ た い

を早期
そ う き

に発見
はっけん

できるのは身近
み ぢ か

な地域
ち い き

住民
じゅうみん

であること

を住民
じゅうみん

それぞれが認識
にんしき

し、他
た

人
にん

事
ごと

を「我
わ

が事
こと

」と捉
とら

えてもらえるよう啓
けい

発
はつ

を行
おこな

います。 

● 地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

が互
たが

いの理
り

解
かい

を深
ふか

めるため、社
しゃ

会
かい

的
てき

差
さ

別
べつ

を受
う

ける可
か

能
のう

性
せい

のある人
ひと

が排除
はいじょ

されないよ

う、正
ただ

しい知
ち

識
しき

の啓
けい

発
はつ

を行
おこな

います。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 広報誌
こうほうし

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

・ＳＮＳ
えすえぬえす

等
とう

による啓発
けいはつ

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

◆ 研修
けんしゅう

等
とう

の開催
かいさい

、他
た

分野
ぶ ん や

のイベント
い べ ん と

等
など

の活用
かつよう

等
とう

による

啓発
けいはつ

（新規
し ん き

） 
○ ○ ○ 

◆ 人権
じんけん

問題
もんだい

解消
かいしょう

にむけた広報
こうほう

、研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 

 

（２）地域
ち い き

の多様
た よ う

な活動
かつどう

の促進
そくしん

 

○ 地
ち

域
いき

の活
かつ

動
どう

、交
こう

流
りゅう

の活
かっ

性
せい

化
か

に向
む

けて、ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

等
とう

の地
ち

域
いき

で福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

を行
おこな

う団
だん

体
たい

に対
たい

し、

必
ひつ

要
よう

な情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

を行
おこな

います。 

○ ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

活
かつ

動
どう

の促
そく

進
しん

に向
む

けて、ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

機
き

能
のう

強
きょう

化
か

を働
はたら

きかけます。 

○ 福祉
ふ く し

基金
き き ん

助成金
じょせいきん

により、福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

を行
おこな

う団
だん

体
たい

の事業
じぎょう

運営
うんえい

を支援
し え ん

します。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ ボランティアセンター
ぼ ら ん て ぃ あ せ ん た ー

機能
き の う

強化
きょうか

の働
はたら

きかけ（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

◆ 福祉
ふ く し

基金
き き ん

助成金
じょせいきん

活用
かつよう

（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 
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（３）自治会
じ ち か い

活動
かつどう

等
とう

への支援
し え ん

 

○ 地
ち

域
いき

コ
こ

ミ
み

ュ
ゅ

ニ
に

テ
て

ィ
ぃ

の活
かっ

性
せい

化
か

や住
じゅう

民
みん

の生
い

きがいや居
い

場
ば

所
しょ

づくりを進
すす

めるため、地
ち

域
いき

組
そ

織
しき

の活
かつ

動
どう

への支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

● 自治会
じ ち か い

などへの加入
かにゅう

促進
そくしん

を図
はか

るため、住
じゅう

民
みん

に対
たい

し、町内会
ちょうないかい

・自治会
じ ち か い

が地域
ち い き

の重要
じゅうよう

なコ
こ

ミ
み

ュ
ゅ

ニ
に

テ
て

ィ
ぃ

であることを広
ひろ

く周知
しゅうち

します。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ ふれあいサロン
さ ろ ん

、小地域
しょうちいき

ネットワーク
ね っ と わ ー く

活動
かつどう

への支援
し え ん

（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 

◆ 広報誌
こうほうし

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

・ＳＮＳ
えすえぬえす

等
とう

による加入
かにゅう

促進
そくしん

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

 

（４）支
ささ

え合
あ

い・見
み

守
まも

り活
かつ

動
どう

の推
すい

進
しん

 

● 地
ち

域
いき

での支
ささ

え合
あ

いの意
い

識
しき

を醸成
じょうせい

するため、学校
がっこう

や地域
ち い き

活動
かつどう

団体
だんたい

等
とう

によるあいさつ運
うん

動
どう

や声
こえ

か

け運
うん

動
どう

を奨
しょう

励
れい

します。 

● 見
み

守
まも

り活
かつ

動
どう

を行
おこな

う民
みん

生
せい

委
い

員
いん

・児
じ

童
どう

委
い

員
いん

が活
かつ

動
どう

しやすいよう、委員
い い ん

の役割
やくわり

や制度
せ い ど

、活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

に

ついて周
しゅう

知
ち

し、理
り

解
かい

の促
そく

進
しん

に努
つと

めます。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ あいさつ運動
うんどう

や声
こえ

かけ運動
うんどう

の奨励
しょうれい

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

◆ 民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

活動
かつどう

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

  



30 

２ 「丸
まる

ごと」受
う

け止
と

める仕
し

組
く

みづくり 

 

（１）協働
きょうどう

による包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

○ 地
ち

域
いき

の中
なか

で生
せい

活
かつ

課
か

題
だい

を抱
かか

える人
ひと

を見
み

逃
のが

さずに、「我
わ

が事
こと

」として地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

が気
き

づいた人
ひと

々
びと

を、

「丸
まる

ごと」受
う

け止
と

めて、円滑
えんかつ

に専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

につなげることができるような地
ち

域
いき

と連
れん

携
けい

した体
たい

制
せい

の構
こう

築
ちく

に努
つと

めます。 

○ 支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

が行
おこな

えるよう、民
みん

生
せい

委
い

員
いん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体間
だんたいかん

等
とう

で情
じょう

報
ほう

共
きょう

有
ゆう

を図
はか

るための方策
ほうさく

を検討
けんとう

します。 

○ 地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

を担
にな

う者
もの

がそれぞれの活
かつ

動
どう

を理
り

解
かい

し、連
れん

携
けい

を進
すす

められるよう、情報
じょうほう

交換
こうかん

の場
ば

の

設置
せ っ ち

を検討
けんとう

します。 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 行政機関
ぎょうせいきかん

や、民生委員
みんせいいいん

、コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

、

各地域
かくちいき

でのサロン
さ ろ ん

、福祉
ふくし

コミュニティーセンター
こ み ゅ に て ぃ ー せ ん た ー

等
とう

の

既存
きぞん

の各種
かくしゅ

社会
しゃかい

資源
しげん

の整理
せいり

・周知
しゅうち

・横
よこ

つなぎ等
とう

による

効率的
こうりつてき

な連携
れんけい

体制
たいせい

構築
こうちく

方法
ほうほう

の検討
けんとう

（拡充
かくじゅう

） 

○ ○ ○ 

◆ 要支援者
ようしえんしゃ

に対する
た い す る

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

に向
む

けた取
とり

組
くみ

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

◆ 必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて、地
ち

域
いき

団
だん

体
たい

間
かん

の情
じょう

報
ほう

共
きょう

有
ゆう

に向
む

けた取
とり

組
くみ

の検
けん

討
とう

（新
しん

規
き

） 
○ ○ ○ 

 

（２）地
ち

域
いき

交
こう

流
りゅう

の場
ば

・居
い

場
ば

所
しょ

づくりの推
すい

進
しん

 

● 助
たす

け合
あ

い・支
ささ

え合
あ

いの地
ち

域
いき

づくりに向
む

けて、子
こ

育
そだ

て家
か

庭
てい

や高
こう

齢
れい

者
しゃ

など、幅
はば

広
ひろ

い年
ねん

齢
れい

層
そう

による、

できる範囲
は ん い

での交流
こうりゅう

を促進
そくしん

します。 

○ 子
こ

どもや高
こう

齢
れい

者
しゃ

等
とう

の孤
こ

立
りつ

や閉
と

じこもり防
ぼう

止
し

のため、気
き

軽
がる

に立
た

ち寄
よ

り安
あん

心
しん

して過
す

ごせる居
い

場
ば

所
しょ

を整
せい

理
り

するとともに、多
た

世
せ

代
だい

交
こう

流
りゅう

拠
きょ

点
てん

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 地域
ち い き

交流
こうりゅう

ひろば支援
し え ん

（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 

◆ 行政機関
ぎょうせいきかん

や、民生委員
みんせいいいん

、コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

、

各地域
かくちいき

でのサロン
さ ろ ん

、福祉
ふくし

コミュニティーセンター
こ み ゅ に て ぃ ー せ ん た ー

等
とう

の

既存
きぞん

の各種
かくしゅ

社会
しゃかい

資源
しげん

の整理
せいり

・周知
しゅうち

・横
よこ

つなぎ等
とう

による

効率的
こうりつてき

な連携
れんけい

体制
たいせい

構築
こうちく

方法
ほうほう

の検討
けんとう

（拡充
かくじゅう

） 

○ ○ ○ 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３．安心
あんしん

して暮
く

らせる社
しゃ

会
かい

環
かん

境
きょう

づくり ～誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくり～ 

だれもが住
す

みよい福
ふく

祉
し

のまちを実
じつ

現
げん

するためには、年齢
ねんれい

や障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、すべて

の人
ひと

々
びと

が不
ふ

便
べん

や障
しょう

壁
へき

を感
かん

じることのないユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

の視点
し て ん

からまちづくりを進
すす

める必
ひつ

要
よう

があります。 

また、近年
きんねん

の大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

や風水害
ふうすいがい

の発生
はっせい

により、災
さい

害
がい

時
じ

の対
たい

応
おう

に不
ふ

安
あん

を感
かん

じる人
ひと

が増
ふ

えており、

日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

の安
あん

全
ぜん

対
たい

策
さく

とともに災害
さいがい

時
じ

の安全
あんぜん

対策
たいさく

も重要
じゅうよう

視
し

されています。 

すべての住
じゅう

民
みん

が住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で、安全
あんぜん

に安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、生
せい

活
かつ

環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

を進
すす

める

とともに、災害
さいがい

時
じ

支援
し え ん

対策
たいさく

を充実
じゅうじつ

させていくことが必要
ひつよう

です。 

安
あん

心
しん

・安
あん

全
ぜん

のまちづくりに向
む

けて、交通
こうつう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

、情報
じょうほう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の環境
かんきょう

整備
せ い び

とともに、

防災
ぼうさい

対策
たいさく

、災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

づくりに取
とり

組
く

みます。 

 

 

【数値
す う ち

目標
もくひょう

】 

№
なんばー

 指標
しひょう

 

第
だい

3期
き

計
けい

画
かく

 

策
さく

定
てい

時
じ

値
ち

 

（平
へい

成
せい

24年
ねん

度
ど

） 

現
げん

状
じょう

値
ち

 

（平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

） 

目
もく

標
ひょう

値
ち

 

（平
へい

成
せい

34年
ねん

度
ど

） 

⑥ 
「四條畷

しじょうなわて

市
し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

※」を知
し

っている人
ひと

の増
ぞう

加
か

 

11.8％ 

（旧制度
きゅうせいど

） 
9.5％ 15.0％ 

⑦ 
地域
ち い き

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

に同意
ど う い

する避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の割合
わりあい

の増加
ぞ う か

 
- 51.9％ 57.0％ 

 
 
 
 
 
             

※四條畷
しじょうなわて

市
し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

：在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

していて、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

等
とう

に自力
じ り き

避難
ひ な ん

が困難
こんなん

な「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

」

（本プラン
ほ ん ぷ ら ん

では、①「要介護
ようかいご

３～５の方
かた

」②「身
しん

体
たい

障
しょう

がい者
しゃ

手
て

帳
ちょう

１、２級
きゅう

の

第
だい

１種
しゅ

・療
りょう

育
いく

手
て

帳
ちょう

Ａ
えー

・精
せい

神
しん

障
しょう

がい者
しゃ

保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

手
て

帳
ちょう

１級
きゅう

のいずれかを所持
し ょ じ

し

ている方
かた

」③「障
しょう

がい者
しゃ

総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

法
ほう

に基
もと

づくサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

を受
う

けている難
なん

病
びょう

患
かん

者
じゃ

」

④「①～③に該当
がいとう

しないが、名簿
め い ぼ

掲載
けいさい

を希望
き ぼ う

し、市
し

が認
みと

めた方
かた

」としている。）

のうち、あらかじめ同
どう

意
い

を得
え

た方
かた

の情
じょう

報
ほう

を名
めい

簿
ぼ

にし、公
こう

的
てき

機
き

関
かん

に加
くわ

え、特
とく

定
てい

の

範囲
は ん い

の地域
ち い き

の人々
ひとびと

「避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

関係者
かんけいしゃ

」（民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

、

地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

、地区
ち く

の代表
だいひょう

（地区
ち く

区長
くちょう

、自治
じ ち

会長
かいちょう

等
とう

）等
とう

）に日常
にちじょう

から提供
ていきょう

します。その名簿
め い ぼ

を参考
さんこう

に日常
にちじょう

から交流
こうりゅう

していただき、災
さい

害
がい

発
はっ

生
せい

時
じ

の安
あん

否
ぴ

確
かく

認
にん

等
とう

に役
やく

立
だ

てていただくための、地
ち

域
いき

での助
たす

け合
あ

いを推
すい

進
しん

する制
せい

度
ど

です。  
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１ 防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

（１）防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

● 防災
ぼうさい

をテーマ
て ー ま

とした講演会
こうえんかい

・出前
で ま え

講座
こ う ざ

の開催
かいさい

や防災
ぼうさい

マップ
ま っ ぷ

の周知
しゅうち

等
とう

により、住民
じゅうみん

の防災
ぼうさい

意識
い し き

の向
こう

上
じょう

に努
つと

めます。 

● 年齢
ねんれい

や障
しょう

がいの有無
う む

などにかかわらず、すべての人
ひと

が参加
さ ん か

できる防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を実施
じ っ し

するととも

に、関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

を含
ふく

めた参
さん

加
か

の呼
よ

びかけを積
せっ

極
きょく

的
てき

に行
おこな

います。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 講演会
こうえんかい

等
など

の開催
かいさい

（防災
ぼうさい

講習会
こうしゅうかい

、出前
で ま え

講座
こ う ざ

等
とう

）（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 

◆ 市
し

総合
そうごう

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

 

（２）災害
さいがい

時
じ

支援
し え ん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

○ 地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

に従
したが

い、災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

づくりを推進
すいしん

し

ます。 

● 住民
じゅうみん

の地域
ち い き

防災
ぼうさい

、特
とく

に共
きょう

助
じょ

の重
じゅう

要
よう

性
せい

への意
い

識
しき

を高
たか

めるため、地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

の周
しゅう

知
ち

に努
つと

めます。 

○ 65歳
さい

以
い

上
じょう

のひとり暮
ぐ

らしまたは 70歳
さい

以上
いじょう

の高齢者
こうれいしゃ

世帯
せ た い

や障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

し、緊急
きんきゅう

連絡
れんらく

カード
か ー ど

等
とう

を配布
は い ふ

し、災
さい

害
がい

時
じ

を含
ふく

めた緊
きん

急
きゅう

時
じ

における救護
きゅうご

活動
かつどう

、安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や避難所
ひなんじょ

での情
じょう

報
ほう

伝
でん

達
たつ

などに役
やく

立
だ

てます。 

○ 避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

の整備
せ い び

及
およ

び定期的
ていきてき

な更新
こうしん

等
とう

の管理
か ん り

や避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

関係者
かんけいしゃ

との情
じょう

報
ほう

共
きょう

有
ゆう

等
とう

を行
おこな

い、発災
はっさい

時
じ

に有効
ゆうこう

に活用
かつよう

できる体制
たいせい

づくりを進
すす

めます。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 災害
さいがい

時
じ

連携
れんけい

体制
たいせい

の確立
かくりつ

（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 

◆  広報誌
こうほうし

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

・ＳＮＳ
えすえぬえす

等
とう

による避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

の周知
しゅうち

（拡充
かくじゅう

） 
○ ○ ○ 

◆ 緊急
きんきゅう

連絡
れんらく

カード
か ー ど

配布
は い ふ

（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 
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２ 生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

（1）移動
い ど う

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

○ 移
い

動
どう

が困
こん

難
なん

な人
ひと

を含
ふく

めた交
こう

通
つう

利
り

便
べん

性
せい

の向上
こうじょう

にむけて、コミュニティバス
こ み ゅ に て ぃ ば す

も含
ふく

めた地
ち

域
いき

の公
こう

共
きょう

交
こう

通
つう

の検
けん

討
とう

を行
おこな

います。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 地域
ち い き

公共
こうきょう

交通
こうつう

会議
か い ぎ

での協議
きょうぎ

（継続
けいぞく

）） ○ ○ ○ 

 

（２）情報
じょうほう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

● 必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が必要
ひつよう

な人
ひと

にいきわたるよう、効果的
こうかてき

な情報
じょうほう

発信
はっしん

の方法
ほうほう

を検討
けんとう

します。 

○ 高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

が適切
てきせつ

に情報
じょうほう

を受
う

け取
と

ることができるよう、情報
じょうほう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

※化
か

に取
と

り組
く

みます。 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 広報誌
こうほうし

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

・ＳＮＳ
えすえぬえす

等
とう

による情報
じょうほう

発信
はっしん

方法
ほうほう

の検討
けんとう

（拡充
かくじゅう

） 
 ○ ○ 

◆ 既存
きぞん

の社会
しゃかい

資源
しげん

を活
い

かした 情報
じょうほう

発信
はっしん

方法
ほうほう

の検討
けんとう

（効果的
こうかてき

なチラシ
ち ら し

設置
せっち

等
とう

）（拡充
かくじゅう

） 
 ○ ○ 

◆ 音声
おんせい

による広報誌
こうほうし

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

（継続
けいぞく

）   ○ 

◆ ふりがな表記
ひょうき

の徹底
てってい

（継続
けいぞく

）  ○ ○ 

 

 

 

 
               

※バリアフリー
ば り あ ふ り ー

：障
しょう

がいのある人
ひと

が社会
しゃかい

生活
せいかつ

をしていく上
うえ

で障壁
しょうへき

（バリア
ば り あ

）となるものを除去
じょきょ

するという意味
い み
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３ 生
しょう

涯
がい

を通
つう

じた健
けん

康
こう

づくり 

（１）健康
けんこう

の推進
すいしん

 

● 市民
し み ん

が生涯
しょうがい

にわたり健康的
けんこうてき

な生活
せいかつ

をおくることができるよう、「栄養
えいよう

・食生活
しょくせいかつ

」「運動
うんどう

・身体
しんたい

活動
かつどう

」「検
けん

(健
けん

)診
しん

」「歯
は

」「たばこ」の 5分野
ぶ ん や

を中心
ちゅうしん

とした生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

の強
きょう

化
か

及
およ

び

健
けん

康
こう

意
い

識
しき

の改
かい

善
ぜん

への取組
とりくみ

を実施
じ っ し

します。 

○ 規
き

則
そく

正
ただ

しい食
しょく

生
せい

活
かつ

、運動
うんどう

習慣者
しゅうかんしゃ

の増加
ぞ う か

、口腔内
こうくうない

の健康
けんこう

を促進
そくしん

することで介護
か い ご

予防
よ ぼ う

を推進
すいしん

し

ていきます。 

● がん検診
けんしん

・成人
せいじん

健
けん

診
しん

・歯科
し か

検診
けんしん

の啓発
けいはつ

、受診
じゅしん

しやすい環境
かんきょう

整備
せ い び

、健康
けんこう

教育
きょういく

等
とう

の取組
とりくみ

を通
つう

じ

て健康
けんこう

の維持
い じ

や異常
いじょう

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

を推進
すいしん

していきます。 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆「なわて健康
けんこう

プラン
ぷ ら ん

Ⅱ
に

（計画
けいかく

後半
こうはん

の取組
とりくみ

）」「四條畷
しじょうなわて

市特定健康診査
しとくていけんこうしんさ

等
とう

実施
じ っ し

計画
けいかく

」「データヘルス
で ー た へ る す

計画
けいかく

」に基
もと

づく取
とり

組
くみ

（継続
けいぞく

） 

○ ○ ○ 

 

（２）食育
しょくいく

の推進
すいしん

 

● 年齢
ねんれい

や健康
けんこう

状態
じょうたい

、生活
せいかつ

環境
かんきょう

に合
あ

わせた健
けん

康
こう

的
てき

な食
しょく

生
せい

活
かつ

を考
こう

慮
りょ

し、必
ひつ

要
よう

な食
しょく

に対
たい

する知
ち

識
しき

及
およ

び判
はん

断
だん

力
りょく

を培
つちか

い、市民
し み ん

の生涯
しょうがい

にわたる心身
しんしん

の健康
けんこう

増進
ぞうしん

を推進
すいしん

します。 

○ 教育
きょういく

や保育
ほ い く

の場
ば

での食育
しょくいく

推進
すいしん

に加
くわ

え、家
か

庭
てい

、保育所
ほいくじょ

、認定
にんてい

こども園
えん

、学校
がっこう

、地域
ち い き

の協働
きょうどう

体制
たいせい

の確立
かくりつ

により、子
こ

どもの成
せい

長
ちょう

や発
はっ

達
たつ

に合
あ

わせた「切
き

れ目
め

のない食
しょく

育
いく

」を推進
すいしん

します。 

○ 朝 食
ちょうしょく

の欠食率
けっしょくりつ

の低下
て い か

につながるよう、適切
てきせつ

な朝 食
ちょうしょく

メニュー
め に ゅ ー

の情報
じょうほう

発信
はっしん

や、朝 食
ちょうしょく

の

必要性
ひつようせい

の啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 

● 日本
に ほ ん

の伝統的
でんとうてき

な食
しょく

文化
ぶ ん か

である「和食
わしょく

」をはじめ、家
か

庭
てい

で受
う

け継
つ

がれている味
あじ

や行
ぎょう

事
じ

食
しょく

、食事
しょくじ

の作法
さ ほ う

など、次
じ

世代
せ だ い

への食
しょく

文化
ぶ ん か

継承
けいしょう

を推進
すいしん

します。 

● 地域
ち い き

で生産
せいさん

したものを地域
ち い き

で消費
しょうひ

する「地産地消
ちさんちしょう

」を推進
すいしん

することにより、地域
ち い き

の活性化
かっせいか

や

環境
かんきょう

の保全
ほ ぜ ん

、安全
あんぜん

で安心
あんしん

な食生活
しょくせいかつ

につながるよう取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 「第
だい

3次
じ

食
しょく

育
いく

推
すい

進
しん

計
けい

画
かく

」に基
もと

づく取
とり

組
くみ

（継
けい

続
ぞく

） ○ ○ ○ 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４．適
てき

切
せつ

な支
し

援
えん

につなぐ仕
し

組
く

みづくり ～誰
だれ

もが自
じ

立
りつ

して暮
く

らせるまちづくり～ 

地
ち

域
いき

の中
なか

では、子
こ

どもから高
こう

齢
れい

者
しゃ

まであらゆる世代
せ だ い

の人
ひと

、障
しょう

がいのある人
ひと

やない人
ひと

、さまざま

な国
こく

籍
せき

の人
ひと

などが暮
く

らしています。 

近
きん

年
ねん

、社
しゃ

会
かい

情
じょう

勢
せい

や生
せい

活
かつ

をめぐる環
かん

境
きょう

が大
おお

きく変
へん

化
か

する中
なか

、地
ち

域
いき

で暮
く

らしていく上
うえ

で生
しょう

じる困
こま

り

ごとは、高
こう

齢
れい

者
しゃ

や介
かい

護
ご

、障
しょう

がい、子
こ

育
そだ

て、病
びょう

気
き

などにとどまらず、住
す

まい、就
しゅう

労
ろう

、教
きょう

育
いく

、家
か

計
けい

、

そして孤
こ

立
りつ

など、暮
く

らし全
ぜん

般
ぱん

に及
およ

んでおり、複合化
ふくごうか

・複雑化
ふくざつか

した課題
か だ い

を抱
かか

える場
ば

合
あい

も多
おお

く、制
せい

度
ど

の

狭
はざ

間
ま

で苦
くる

しんでいる人
ひと

や支
し

援
えん

に結
むす

びつきにくい人
ひと

がいることも明
あき

らかになっています。 

そのため、多様
た よ う

な生活
せいかつ

課題
か だ い

に対応
たいおう

する体制
たいせい

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

の体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させるとともに、地域
ち い き

で活動
かつどう

するさまざまな団体
だんたい

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、地
ち

域
いき

でのさまざまな困
こま

りごとに地域
ち い き

を基盤
き ば ん

として

対
たい

応
おう

できる仕
し

組
く

みづくりを推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 

さまざまな困
こん

難
なん

を抱
かか

え支
し

援
えん

を必
ひつ

要
よう

とする人
ひと

に、それぞれの状
じょう

況
きょう

に応
おう

じた適
てき

切
せつ

な支
し

援
えん

を行
おこな

うこ

とができるよう、関連
かんれん

計画
けいかく

における施策
し さ く

との連携
れんけい

による効果的
こうかてき

な取組
とりくみ

を展開
てんかい

するとともに、包
ほう

括
かつ

的
てき

な支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の整
せい

備
び

に取
と

り組
く

みます。 

 

 

【数値目標】 

№
なんばー

 指標
しひょう

 

第
だい

3期
き

計
けい

画
かく

 

策
さく

定
てい

時
じ

値
ち

 

（平
へい

成
せい

24年
ねん

度
ど

） 

現
げん

状
じょう

値
ち

 

（平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

） 

目
もく

標
ひょう

値
ち

 

（平
へい

成
せい

34年
ねん

度
ど

） 

⑧ 
保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や相談
そうだん

体制
たいせい

への満足度
まんぞくど

の

増加
ぞ う か

 
- 38.8% 43.0% 

⑨ 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の概要
がいよう

を知
し

っている人
ひと

の増加
ぞ う か

 - 39.4% 43.0% 

⑩ 自殺者数
じさつしゃすう

（５年
ねん

間
かん

の平均
へいきん

）の減少
げんしょう

 
６.5人

にん

 

（平成
へいせい

21年
ねん

～24年
ねん

） 

8.2人
にん

 

(平成
へいせい

25年
ねん

～29年
ねん

) 
30.0%減少

げんしょう
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１ さまざまな地域
ち い き

課題
か だ い

への対応
たいおう

 

（１）高
こう

齢
れい

者
しゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、子
こ

育
そだ

てへの支
し

援
えん

の充
じゅう

実
じつ

 

① 高齢者
こうれいしゃ

 

○ 高
こう

齢
れい

者
しゃ

が心
しん

身
しん

ともに健
けん

康
こう

で自
じ

立
りつ

した生
せい

活
かつ

を送
おく

ることができるよう、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

・就
しゅう

労
ろう

の促
そく

進
しん

に努
つと

めます。 

○ 高
こう

齢
れい

者
しゃ

が住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で生
せい

活
かつ

を続
つづ

けることができるよう、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する体制
たいせい

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の深化
し ん か

・推
すい

進
しん

に努
つと

めます。 

○ 認知症
にんちしょう

になっても安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

への総合的
そうごうてき

支援
し え ん

に努
つと

めます。 

○ 高
こう

齢
れい

者
しゃ

が安
あん

心
しん

して暮
く

らせるよう、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

や関係
かんけい

機関
き か ん

が連
れん

携
けい

し、さまざまな面
めん

か

ら総
そう

合
ごう

的
てき

な支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 「なわて高齢者
こうれいしゃ

プラン
ぷ ら ん

」「くすのき広域
こういき

連合
れんごう

介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」に基
もと

づく取
とり

組
くみ

（継続
けいぞく

） 
○ ○ ○ 

 

② 障
しょう

がい者
しゃ

 

○ 障
しょう

がいを理
り

由
ゆう

とする差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

に向
む

け、障
しょう

がいや障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する正
ただ

しい理
り

解
かい

を深
ふか

める

ための教
きょう

育
いく

・啓
けい

発
はつ

を行
おこな

います。 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

が地
ち

域
いき

でいきいきと活
かつ

躍
やく

できるよう、社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

・就
しゅう

労
ろう

の促
そく

進
しん

に努
つと

めます。 

○ 将来
しょうらい

自立
じ り つ

し社会
しゃかい

参加
さ ん か

することができるよう、一
ひと

人
り

ひとりの個
こ

性
せい

や可
か

能
のう

性
せい

を育
はぐく

むための教
きょう

育
いく

環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めます。 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

が住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で生
せい

活
かつ

を続
つづ

けることができるよう、生活
せいかつ

の質
しつ

（ＱＯＬ
きゅーおーえる

）を高
たか

め

るための支
し

援
えん

と安
あん

心
しん

・安
あん

全
ぜん

なまちづくりに取
と

り組
く

みます。 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
か ぞ く

・介
かい

助
じょ

者
しゃ

等
とう

に寄
よ

り添
そ

いながら相
そう

談
だん

に応
おう

じることができるよう、障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を中心
ちゅうしん

とした体
たい

制
せい

づくりに取
と

り組
く

むとともに、相
そう

談
だん

員
いん

の資
し

質
しつ

の向
こう

上
じょう

に努
つと

め

ます。 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 「なわて 障
しょう

がい者
しゃ

プラン
ぷ ら ん

」・「なわて 障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」に基
もと

づく取
とり

組
くみ

（継続
けいぞく

） 
○ ○ ○ 
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③ 子
こ

育
そだ

て 

○ すべての家
か

庭
てい

が安
あん

心
しん

して子
こ

どもを育
そだ

てていけるよう、子
こ

育
そだ

て中
ちゅう

の親
おや

と子
こ

の育
そだ

ちを支
し

援
えん

する環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めます。 

○ 仕
し

事
ごと

と子
こ

育
そだ

ての両
りょう

立
りつ

に向
む

けて、子
こ

育
そだ

て家
か

庭
てい

に対
たい

し、多
た

様
よう

な保
ほ

育
いく

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の充
じゅう

実
じつ

などの支
し

援
えん

を

行
おこな

います。 

○ 子
こ

どもが健
すこ

やかに育
そだ

つことができるよう、母
はは

と子
こ

どもの健
けん

康
こう

の確
かく

保
ほ

と増
ぞう

進
しん

に努
つと

めるとともに、

健
けん

全
ぜん

育
いく

成
せい

支
し

援
えん

に努
つと

めます。 

○ 地
ち

域
いき

で安
あん

心
しん

して子
こ

育
そだ

てができるよう、子
こ

育
そだ

て総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

にて、子
こ

どもや子
こ

育
そだ

てに関
かん

す

る総
そう

合
ごう

的
てき

な相
そう

談
だん

に応
おう

じるとともに、必
ひつ

要
よう

な情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

や支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆「子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

計
けい

画
かく

」に基
もと

づく取
とり

組
くみ

（継
けい

続
ぞく

） ○ ○ ○ 
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（２）生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

、就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な方
かた

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

○ 生
せい

活
かつ

困
こん

窮
きゅう

者
しゃ

が抱
かか

える多
た

様
よう

で複
ふく

合
ごう

的
てき

な問
もん

題
だい

について相
そう

談
だん

に応
おう

じ、必
ひつ

要
よう

な情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

を行
おこな

うと

ともに、さまざまな支
し

援
えん

を一
いっ

体
たい

的
てき

かつ計
けい

画
かく

的
てき

に行
おこな

います。 

○ 今
いま

までずっと働
はたら

いていない、人
ひと

とのかかわりに自信
じ し ん

がないなどの理由
り ゆ う

で、現時点
げんじてん

で就 職
しゅうしょく

活動
かつどう

が困
こん

難
なん

な人
ひと

に対
たい

し、プ
ぷ

ロ
ろ

グ
ぐ

ラ
ら

ム
む

にそって一
いっ

般
ぱん

就
しゅう

労
ろう

に向
む

けた基
き

礎
そ

能
のう

力
りょく

を養
やしな

いながら就
しゅう

労
ろう

に向
む

けた支
し

援
えん

を行
おこな

うとともに、就
しゅう

労
ろう

機
き

会
かい

の提
てい

供
きょう

を行
おこな

います。また、就 職
しゅうしょく

活動
かつどう

が可能
か の う

に

なれば、市内事
し な い じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

から収 集
しゅうしゅう

した四條畷
しじょうなわて

市
し

独自
ど く じ

の求人
きゅうじん

やハローワーク
は ろ ー わ ー く

の求人
きゅうじん

を紹
しょう

介
かい

し、希
き

望
ぼう

職
しょく

種
しゅ

のマ
ま

ッ
っ

チ
ち

ン
ん

グ
ぐ

を行
おこな

います。 

○ 住
じゅう

居
きょ

をもたない人
ひと

やネ
ね

ッ
っ

ト
と

カ
か

フ
ふ

ェ
ぇ

等
とう

の不
ふ

安
あん

定
てい

な住
じゅう

居
きょ

形
けい

態
たい

の人
ひと

に、一定
いってい

期間
き か ん

、宿泊
しゅくはく

場所
ば し ょ

を提
てい

供
きょう

し
し

、退
たい

所
しょ

後
ご

の生
せい

活
かつ

に向
む

けて、就
しゅう

労
ろう

支
し

援
えん

などの自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

○ 貧
ひん

困
こん

の連
れん

鎖
さ

の防
ぼう

止
し

を図
はか

るため、子
こ

どもの学
がく

習
しゅう

支
し

援
えん

を行
おこな

うとともに、希
き

望
ぼう

進
しん

路
ろ

の実
じつ

現
げん

に向
む

け

て、奨学
しょうがく

金
きん

制度
せ い ど

の活用
かつよう

方法
ほうほう

の紹介
しょうかい

や個
こ

々
こ

のニ
に

ー
ー

ズ
ず

に合
あ

わせた進
しん

路
ろ

情
じょう

報
ほう

等
とう

の相
そう

談
だん

に応
おう

じます。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 自立
じ り つ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

（なわて生活
せいかつ

サポート
さ ぽ ー と

相談
そうだん

窓口
まどぐち

）（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 

◆ 経済的
けいざいてき

支援
し え ん

（生活
せいかつ

保護
ほ ご

制度
せ い ど

、各種
かくしゅ

貸付制度
かしつけせいど

）（継続
けいぞく

）  ○ ○ 

◆ 就労
しゅうろう

準備
じゅんび

支援
しえん

事業
じぎょう

（生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

改善
かいぜん

に関
かん

する助言
じょげん

、

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

体験
たいけん

、模擬
も ぎ

面接
めんせつ

、就労
しゅうろう

体験
たいけん

等
とう

）（継続
けいぞく

） 
 ○ ○ 

◆ 無料
むりょう

職 業
しょくぎょう

紹介所
しょうかいじょ

（継続
けいぞく

）  ○ ○ 

◆ 一時
い ち じ

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

（継続
けいぞく

）  ○ ○ 

◆ 子
こ

どもの学
がく

習
しゅう

支
し

援
えん

（土
ど

曜
よう

日
び

フ
ふ

ォ
ぉ

ロ
ろ

ー
ー

ア
あ

ッ
っ

プ
ぷ

教
きょう

室
しつ

）（継
けい

続
ぞく

）   ○ 

◆ 進路
し ん ろ

選択
せんたく

支援
し え ん

相談
そうだん

（継続
けいぞく

）   ○ 
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（３）その他
た

の支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

な人
ひと

への対
たい

応
おう

 

① ひとり親
おや

 

○ ひとり親
おや

家
か

庭
てい

の抱
かか

えるさまざまな悩
なや

みにきめ細
こま

やかに対
たい

応
おう

できるよう、母子
ぼ し

・父子
ふ し

自立
じ り つ

支援員
しえんいん

による相談
そうだん

を行
おこな

うとともに、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

の連
れん

携
けい

を図
はか

りながら、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて就
しゅう

労
ろう

支
し

援
えん

等
とう

、

経済的
けいざいてき

支援
し え ん

、学習
がくしゅう

支援
し え ん

等
とう

、適切
てきせつ

な支援
し え ん

につなぎます。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆「子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

計
けい

画
かく

」に基
もと

づく取
とり

組
くみ

（継
けい

続
ぞく

） ○ ○ ○ 

 

② ひきこもり・不登校
ふとうこう

 

○ ひきこもり・不
ふ

登
とう

校
こう

で悩
なや

んでいる本
ほん

人
にん

やその家
か

族
ぞく

に対
たい

し、臨
りん

床
しょう

心
しん

理
り

士
し

による相談
そうだん

や学校
がっこう

に

配置
は い ち

しているスクールソーシャルワーカー
す く ー る そ ー し ゃ る わ ー か ー

※
・スクールカウンセラー

す く ー る か う ん せ ら ー
※等
とう

による相
そう

談
だん

を行
おこな

うと

ともに、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

の連
れん

携
けい

を図
はか

りながら、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じた支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ ひきこもり相談
そうだん

窓口
まどぐち

（継続
けいぞく

）  ○ ○ 

◆ 教育
きょういく

センター
せ ん た ー

（不登校
ふとうこう

世帯
せ た い

の支援
し え ん

等
とう

）（継続
けいぞく

）  ○ ○ 

◆ スクールソーシャルワーカー
す く ー る そ ー し ゃ る わ ー か ー

・スクールカウンセラー
す く ー る か う ん せ ら ー

等
とう

の専門家
せんもんか

による教育
きょういく

相談
そうだん

（継続
けいぞく

） 
 ○ ○ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※スクールソーシャルワーカー
す く ー る そ ー し ゃ る わ ー か ー

：子
こ

どもの家
か

庭
てい

環
かん

境
きょう

による問
もん

題
だい

に対
たい

処
しょ

するため、教育
きょういく

分野
ぶ ん や

や社会
しゃかい

福祉
ふ く し

等
とう

の専
せん

門
もん

的
てき

な知
ち

識
しき

や技
ぎ

術
じゅつ

を有
ゆう

する専
せん

門
もん

家
か

 

※スクールカウンセラー
す く ー る か う ん せ ら ー

：児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

の臨
りん

床
しょう

心
しん

理
り

に関
かん

して高
こう

度
ど

に専
せん

門
もん

的
てき

な知
ち

識
しき

・経
けい

験
けん

を有
ゆう

する専
せん

門
もん

家
か
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③ 住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

 

○ 高
こう

齢
れい

者
しゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、ひとり親
おや

家
か

庭
てい

等
とう

で、自身
じ し ん

での住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

が困難
こんなん

である場合
ば あ い

において、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて住
じゅう

居
きょ

探
さが

しの支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

○ 離
り

職
しょく

などにより住
じゅう

宅
たく

を失
うしな

った人
ひと

や住
じゅう

宅
たく

を失
うしな

うおそれのある人
ひと

に、家
や

賃
ちん

相
そう

当
とう

額
がく

を期
き

限
げん

付
つ

き

で支給
しきゅう

します。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 必要
ひつよう

に応
おう

じて、賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

等
とう

の情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

や提供
ていきょう

、

不動産
ふどうさん

業者
ぎょうしゃ

への同行
どうこう

（継続
けいぞく

） 
 ○ ○ 

◆ 住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

給付
きゅうふ

金
きん

の支給
しきゅう

（継続
けいぞく

）  ○ ○ 

 

④ 犯
はん

罪
ざい

を犯
おか

した人
ひと

等
とう

 

○ 保護司
ほ ご し

等
とう

と連携
れんけい

し、犯
はん

罪
ざい

を犯
おか

した人
ひと

や非
ひ

行
こう

のある少
しょう

年
ねん

等
とう

の相
そう

談
だん

に応
おう

じ、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて適
てき

切
せつ

な

支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆保護司
ほ ご し

等
とう

との連携
れんけい

による支援
し え ん

（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 
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２ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

（１）虐待
ぎゃくたい

・ D V
でぃーぶい

※の防止
ぼ う し

 

● 高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、児童
じ ど う

の虐待
ぎゃくたい

やＤＶ
でぃーぶい

等
とう

の人権
じんけん

侵害
しんがい

の防
ぼう

止
し

に向
む

け、人
じん

権
けん

侵
しん

害
がい

に対
たい

する意
い

識
しき

の啓
けい

発
はつ

を行
おこな

います。 

● 虐待
ぎゃくたい

や D V
でぃーぶい

等
とう

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

と早
そう

期
き

発
はっ

見
けん

・対
たい

応
おう

に向
む

け、相談
そうだん

窓口
まどぐち

や通報
つうほう

窓口
まどぐち

、通報
つうほう

方法
ほうほう

の周知
しゅうち

を

行
おこな

うとともに、地域
ち い き

が虐待
ぎゃくたい

や D V
でぃーぶい

のサイン
さ い ん

に気
き

づくことができるよう啓
けい

発
はつ

を行
おこな

います。 

○ 虐
ぎゃく

待
たい

の加
か

害
がい

者
しゃ

に対
たい

し、心
しん

理
り

的
てき

ケ
け

ア
あ

を含
ふく

めた支
し

援
えん

を行
おこな

えるよう、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

との連
れん

携
けい

を図
はか

りま

す。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 「なわて高齢者
こうれいしゃ

プラン
ぷ ら ん

」・「くすのき広域
こういき

連合
れんごう

介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」に基
もと

づく取組
とりくみ

（継続
けいぞく

） 
○ ○ ○ 

◆ 「なわて障
しょう

がい者
しゃ

プラン
ぷ ら ん

」・「なわて障
しょう

がい福祉
ふくし

計画
けいかく

」

に基
もと

づく取
とり

組
くみ

（継
けい

続
ぞく

） 
○ ○ ○ 

◆ 「子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

計
けい

画
かく

」に基
もと

づく取
とり

組
くみ

（継
けい

続
ぞく

）） ○ ○ ○ 

◆ 女性
じょせい

相談
そうだん

や人権
じんけん

相談
そうだん

をはじめとした各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

の

連携
れんけい

（継続
けいぞく

） 
○ ○ ○ 

 

（２）権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

○ 高齢
こうれい

や障
しょう

がいなどの理由
り ゆ う

により判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な人
ひと

たちが、財産
ざいさん

管理
か ん り

や身上
しんじょう

監護
か ん ご

などの

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を安心
あんしん

して利用
り よ う

できるよう、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

、その家
か

族
ぞく

に対
たい

し、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周
しゅう

知
ち

を図
はか

り、利
り

用
よう

促
そく

進
しん

に努
つと

めます。 

○ 権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

体
たい

制
せい

の充
じゅう

実
じつ

に向
む

けて、市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の養成
ようせい

等
とう

の必要性
ひつようせい

について需
じゅ

要
よう

の把
は

握
あく

に努
つと

め、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて取
とり

組
くみ

を推
すい

進
しん

します。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 「なわて高
こう

齢
れい

者
しゃ

プ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

」に基
もと

づく取
とり

組
くみ

（継
けい

続
ぞく

） ○ ○ ○ 

◆ 「なわて障
しょう

がい者
しゃ

プラン
ぷ ら ん

」・「なわて障
しょう

がい福祉
ふくし

計画
けいかく

」

に基
もと

づく取
とり

組
くみ

（継続
けいぞく

） 
○ ○ ○ 

◆ 市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の需要
じゅよう

把握
は あ く

・養成
ようせい

講座
こ う ざ

実施
じ っ し

の検討
けんとう

（新規
し ん き

）  ○ ○ 
        
※ＤＶ

でぃーぶい

：ドメスティック
ど め す て ぃ っ く

・バイオレンス
ば い お れ ん す

の略
りゃく

。配偶者
はいぐうしゃ

や恋人
こいびと

など親密
しんみつ

な関係
かんけい

にある（あった）者
もの

から振
ふ

るわれる暴
ぼう

力
りょく

の

こと。  
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３ 自殺
じ さ つ

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

（１）自殺
じ さ つ

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

● 住
じゅう

民
みん

の自
じ

殺
さつ

に関
かん

する問
もん

題
だい

意
い

識
しき

を高
たか

めるため、自
じ

殺
さつ

は「誰
だれ

にでも起
お

こり得
う

る危
き

機
き

」という認
にん

識
しき

を醸
じょう

成
せい

するための啓
けい

発
はつ

を行
おこな

います。 

○ いのちを大
たい

切
せつ

にするこころを育
はぐく

むとともに、悩
なや

みを抱
かか

えたときの援
えん

助
じょ

の求
もと

め方
かた

や、保
ほ

護
ご

者
しゃ

等
とう

の気
き

づく力
ちから

の向
こう

上
じょう

に向
む

けて学
がっ

校
こう

、関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、小学生
しょうがくせい

・中学生
ちゅうがくせい

への学習
がくしゅう

機会
き か い

の

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

● 自
じ

殺
さつ

防
ぼう

止
し

に向
む

け、地域
ち い き

が自殺
じ さ つ

のサイン
さ い ん

に気
き

づくことができるよう啓
けい

発
はつ

を行
おこな

います。 

● 自
じ

殺
さつ

防
ぼう

止
し

に向
む

け、自
じ

殺
さつ

防
ぼう

止
し

に関
かん

する正
ただ

しい知
ち

識
しき

を普
ふ

及
きゅう

したり、自
じ

殺
さつ

のサ
さ

イ
い

ン
ん

に気
き

付
づ

き、声
こえ

を

かけ、話
はなし

を聞
き

き、専
せん

門
もん

家
か

につなぎ、見
み

守
まも

る「ゲ
げ

ー
ー

ト
と

キ
き

ー
ー

パ
ぱ

ー
ー

」の役
やく

割
わり

を担
にな

う人
じん

材
ざい

の養
よう

成
せい

を行
おこな

います。 

○ 自
じ

殺
さつ

防
ぼう

止
し

に向
む

け、必
ひつ

要
よう

な支
し

援
えん

へ適
てき

切
せつ

につなげるための体
たい

制
せい

づくりに努
つと

めます。 

○ 過
か

労
ろう

、失
しつ

業
ぎょう

、いじめ、育
いく

児
じ

や介
かい

護
ご

疲
つか

れ、孤立
こ り つ

など、自殺
じ さ つ

の原因
げんいん

となりうるさまざまなリスク
り す く

のある人
ひと

に対
たい

し、ス
す

ト
と

レ
れ

ス
す

を軽
けい

減
げん

するための支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 自殺
じ さ つ

予防
よ ぼ う

週間
しゅうかん

、 自殺
じ さ つ

対策
たいさく

強化
きょうか

月間
げっかん

に お け る

リーフレット
り ー ふ れ っ と

配布
は い ふ

等
など

の啓発
けいはつ

活動
かつどう

（拡充
かくじゅう

） 
○ ○ ○ 

◆ ゲートキーパー
げ ー と き ー ぱ ー

養成
ようせい

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

（継続
けいぞく

） ○ ○ ○ 

◆ 福祉
ふ く し

関係課
かんけいか

以外
い が い

も含
ふく

めた市
し

民
みん

相
そう

談
だん

や各課
か く か

窓口
まどぐち

での気
き

づ

き、つなぎ（継続
けいぞく

） 
○ ○ ○ 

◆ 既存
き ぞ ん

の各種
かくしゅ

社会
しゃかい

資源
し げ ん

の整理
せ い り

・周知
しゅうち

・横
よこ

つなぎ等
とう

による

効率的
こうりつてき

な活
かつ

用法
ようほう

の検討
けんとう

（拡充
かくじゅう

） 
○ ○ ○ 

◆ 学校
がっこう

や関係
かんけい

団体
だんたい

での研修
けんしゅう

、啓発
けいはつ

実施
じ っ し

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

◆ 広報誌
こうほうし

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

・S N S
えすえぬえす

等
とう

による周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

 

（拡充
かくじゅう

） 
○ ○ ○ 
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（２）自殺
じ さ つ

未遂者
みすいしゃ

や遺族
い ぞ く

等
とう

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

○ 自
じ

殺
さつ

未
み

遂
すい

者
しゃ

や遺
い

族
ぞく

に対
たい

し、大阪府
おおさかふ

こころの健康
けんこう

総合
そうごう

センター
せ ん た ー

の専門
せんもん

相談員
そうだんいん

による相談
そうだん

へのつ

なぎ等
とう

を行
おこな

います。 

○ 府
ふ

と協 力
きょうりょく

し、救 急
きゅうきゅう

病院
びょういん

や精神科
せいしんか

など医療
いりょう

機関
き か ん

との連
れん

携
けい

を図
はか

り、本
ほん

人
にん

や家
か

族
ぞく

に対
たい

し、適切
てきせつ

な医療
いりょう

・相談
そうだん

支援
し え ん

ができる体制
たいせい

を検討
けんとう

します。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 大阪府
おおさかふ

こころの健康
けんこう

総合
そうごう

センター
せ ん た ー

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との

連携
れんけい

による対応
たいおう

（継続
けいぞく

） 
○ ○ ○ 

 

４ 包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

（１）福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

○ サービス
さ ー び す

を必要
ひつよう

とする人
ひと

が適切
てきせつ

なサービス
さ ー び す

を利用
り よ う

することができるよう、多様
た よ う

な媒体
ばいたい

を活用
かつよう

し、福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

に関
かん

する幅
はば

広
ひろ

い情
じょう

報
ほう

発
はっ

信
しん

を行
おこな

います。 

○ 福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

に関
かん

する住
じゅう

民
みん

の意見
い け ん

を把握
は あ く

し、サービス
さ ー び す

の改善
かいぜん

につなげます。 

○ 高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

、支援
し え ん

を必要
ひつよう

とするさまざまな人
ひと

への一体的
いったいてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

として、分野
ぶ ん や

横断的
おうだんてき

に福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を展開
てんかい

する仕
し

組
く

みを検討
けんとう

します。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 広報誌
こうほうし

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

・ＳＮＳ
えすえぬえす

等
とう

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

の

充実
じゅうじつ

（拡充
かくじゅう

） 
○ ○ ○ 

◆ 住民
じゅうみん

アンケート
あ ん け ー と

の実施
じ っ し

（拡充
かくじゅう

） ○ ○ ○ 

◆ 分野
ぶんや

横断的
おうだんてき

に福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を展開
てんかい

するための関係
かんけい

機関
きかん

の連携
れんけい

強化
きょうか

（拡充
かくじゅう

） 
○ ○ ○ 

◆ 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

による「地域
ち い き

における公益的
こうえきてき

な取組
とりくみ

」の

実情
じつじょう

把握
は あ く

、推進
すいしん

（拡充
かくじゅう

） 
 ○ ○ 
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（２）相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

○ 多様
た よ う

なニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

できるよう、支
し

援
えん

に携
たずさ

わる市
し

職
しょく

員
いん

の資
し

質
しつ

向
こう

上
じょう

を図
はか

ります。 

○ 行政
ぎょうせい

や社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、各相談
かくそうだん

機関
き か ん

の相談員
そうだんいん

、地域
ち い き

等
とう

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

、連携
れんけい

による包括的
ほうかつてき

に

支
し

援
えん

を行
おこな

う相
そう

談
だん

体
たい

制
せい

の構
こう

築
ちく

を図
はか

ります。 

○ 公
こう

的
てき

支
し

援
えん

までには至
いた

らない困
こん

難
なん

事
じ

例
れい

や複
ふく

合
ごう

的
てき

な問
もん

題
だい

を抱
かか

えるケース
け ー す

について、

コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

や民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

等
とう

と連
れん

携
けい

した対
たい

応
おう

に努
つと

めます。 

 

取組例
とりくみれい

 

取組
とりくみ

への関連
かんれん

 

市民
し み ん

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 
市
し

 

◆ 相談
そうだん

機関
き か ん

ネットワーク会議
か い ぎ

の活用
かつよう

等
とう

による職員間
しょくいんかん

の連携
れんけい

強化
きょうか

、資質
し し つ

向上
こうじょう

（拡充
かくじゅう

） 
 ○ ○ 

◆ 既存
き ぞ ん

の各種
かくしゅ

社会
しゃかい

資源
し げ ん

の整理
せ い り

・周知
しゅうち

・横
よこ

つなぎ等
とう

による

効率的
こうりつてき

な活
かつ

用法
ようほう

の検討
けんとう

（拡充
かくじゅう

）  
○ ○ ○ 
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第
だい

５章
しょう

 計
けい

画
かく

推
すい

進
しん

に向
む

けて 

 

１．協働
きょうどう

による計画
けいかく

の推進
すいしん

 

地域
ち い き

の多様
た よ う

な生活
せいかつ

課題
か だ い

やニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

していくためには、住民
じゅうみん

をはじめとした地域
ち い き

を構成
こうせい

する

さまざまな主体
しゅたい

と行政
ぎょうせい

が連携
れんけい

していくことが必要
ひつよう

です。 

住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で、地
ち

域
いき

の住
じゅう

民
みん

が互
たが

いに支
ささ

え合
あ

い、助
たす

け合
あ

いながら、安
あん

全
ぜん

で安
あん

心
しん

して暮
く

らせる地
ち

域
いき

を築
きず

くため、住
じゅう

民
みん

をはじめ、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

・ＮＰＯ
えぬぴーおー

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

・福祉
ふ く し

関係事
かんけいじ

業者
ぎょうしゃ

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、行
ぎょう

政
せい

がそれぞれの役
やく

割
わり

を担
にな

い、協
きょう

働
どう

した上
うえ

で活
かつ

動
どう

の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

り、本計画
ほんけいかく

を推進
すいしん

します。 

 

（１）住民
じゅうみん

の役割
やくわり

 

一
ひと

人
り

ひとりが福
ふく

祉
し

に対
たい

する意
い

識
しき

や認
にん

識
しき

を高
たか

め、地域
ち い き

社会
しゃかい

の構成員
こうせいいん

の一人
ひ と り

であることを自覚
じ か く

するこ

とが大切
たいせつ

です。 

困
こま

っている人
ひと

がいれば、支
し

援
えん

を求
もと

め合
あ

える・支
ささ

え合
あ

える暖
あたた

かみのあるまちをつくっていくため、

地域
ち い き

社会
しゃかい

の構成員
こうせいいん

の一人
ひ と り

として、声
こえ

かけやあいさつ、小
ちい

さな手
て

助
だす

けなど、自
じ

分
ぶん

が取
と

り組
く

めることか

ら始
はじ

めるとともに、各
かく

種
しゅ

講
こう

座
ざ

や地
ち

域
いき

での集
あつ

まり、地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

などへ積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

するなど、活
かつ

動
どう

へつながる第
だい

一
いっ

歩
ぽ

を踏
ふ

み出
だ

していくことが期待
き た い

されます。 

 

（２）民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

の役割
やくわり

 

民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

には「社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

に関
かん

する活
かつ

動
どう

を行
おこな

う者
もの

」として、地
ち

域
いき

で過
す

ごす人
ひと

々
びと

が自
じ

立
りつ

し

て暮
く

らすためのさまざまな支
し

援
えん

を行
おこな

うとともに、安
あん

心
しん

して暮
く

らせるまちづくりに向
む

け、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の

推
すい

進
しん

に努
つと

めることが期
き

待
たい

されています。 

特
とく

に、制
せい

度
ど

の狭
はざま

間や複
ふく

数
すう

の困
こん

難
なん

を抱
かか

える人
ひと

を早期
そ う き

に発見
はっけん

し、相談
そうだん

・支援
し え ん

へとつなぐ、より地域
ち い き

に

密着
みっちゃく

した身近
み ぢ か

な地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進役
すいしんやく

として期待
き た い

されています。 

 

（３）ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

・ＮＰＯ
えぬぴーおー

の役割
やくわり

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

・ＮＰＯ
えぬぴーおー

には、住民
じゅうみん

が地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

への第一歩
だいいっぽ

を踏
ふ

み出
だ

すためのきっかけを提
てい

供
きょう

することが期待
き た い

されています。 

また、地
ち

域
いき

でさまざまな福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

を行
おこな

っている団体
だんたい

との連携
れんけい

のもと、活動
かつどう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

と

サービス
さ ー び す

の多様化
た よ う か

を図
はか

るなど、多
た

様
よう

化
か

する地
ち

域
いき

の福
ふく

祉
し

ニ
に

ー
ー

ズ
ず

に対応
たいおう

する取組
とりくみ

が期待
き た い

されています。  
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（４）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

・福祉
ふ く し

関係事
かんけいじ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

は、施設
し せ つ

や施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

と地域
ち い き

との距離
き ょ り

がより縮
ちぢ

まるよう、積
せっ

極
きょく

的
てき

な情
じょう

報
ほう

発
はっ

信
しん

を行
おこな

う

とともに、各サービス事
か く さ ー び す じ

業者間
ぎょうしゃかん

や地
ち

域
いき

との連
れん

携
けい

を図
はか

り、地域
ち い き

福祉
ふ く し

の拠点
きょてん

となることが期待
き た い

されて

います。 

また、福祉
ふ く し

関係事
かんけいじ

業者
ぎょうしゃ

は、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供者
ていきょうしゃ

として、利用者
りようしゃ

の自立
じ り つ

支援
し え ん

、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の

確保
か く ほ

、事業
じぎょう

内容
ないよう

やサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

内
ない

容
よう

の情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

及
およ

び公
こう

開
かい

、他
た

のサービス
さ ー び す

との連携
れんけい

等
とう

に取
と

り組
く

むことが

求
もと

められています。 

今後
こ ん ご

、ますます多様化
た よ う か

する福祉
ふ く し

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するため、すでに実施
じ っ し

している社会
しゃかい

貢献
こうけん

事業
じぎょう

のさら

なる充
じゅう

実
じつ

や新
あたら

しいサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の創
そう

出
しゅつ

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

の一員
いちいん

として地域
ち い き

活動
かつどう

へ参加
さ ん か

するなど

より一層
いっそう

の交流
こうりゅう

や相
そう

互
ご

の理
り

解
かい

が深
ふか

まることが望
のぞ

まれます。 

 

（５）社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の役割
やくわり

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

は、地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の根拠法
こんきょほう

である社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

において、地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を担
にな

う団
だん

体
たい

として位
い

置
ち

づけられています。 

そのため、行政
ぎょうせい

と協働
きょうどう

して地域
ち い き

福祉
ふ く し

の中
ちゅう

核
かく

的
てき

な役
やく

割
わり

を担
にな

うとともに、その推進
すいしん

において住民
じゅうみん

、

地域
ち い き

団体
だんたい

、行政
ぎょうせい

等
とう

との調
ちょう

整
せい

役
やく

を果
は

たすことが期待
き た い

されています。 

 

（６）行政
ぎょうせい

の役割
やくわり

 

行政
ぎょうせい

には、住民
じゅうみん

の福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

のため、福祉
ふ く し

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

する責務
せ き む

があります。 

人口
じんこう

減少
げんしょう

、少子
しょうし

高齢化
こうれいか

、地方
ち ほ う

分権
ぶんけん

等
とう

、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

に伴
ともな

う福
ふく

祉
し

ニ
に

ー
ー

ズ
ず

の急激
きゅうげき

な変化
へ ん か

や施策
し さ く

の狭間
は ざ ま

にある福祉
ふ く し

課題
か だ い

に対応
たいおう

するため、地域
ち い き

の実態
じったい

やニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

するとともに、住民
じゅうみん

による

主体的
しゅたいてき

な地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

が推進
すいしん

されるよう、情報
じょうほう

提供
ていきょう

や啓発
けいはつ

交流
こうりゅう

機会
き か い

の確保
か く ほ

、各団体間
かくだんたいかん

の連携
れんけい

に努
つと

めるなどの支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

また、地域
ち い き

福祉
ふ く し

は、福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

をはじめ、人権
じんけん

、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

、住宅
じゅうたく

、環境
かんきょう

など、住民
じゅうみん

生活
せいかつ

に関連
かんれん

する幅
はば

広
ひろ

い分
ぶん

野
や

にわたるため、庁
ちょう

内
ない

各
かく

課
か

との連
れん

携
けい

を図
はか

りながら、施
し

策
さく

の推
すい

進
しん

を図
はか

りま

す。 
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２．計画
けいかく

内容
ないよう

の広報
こうほう

・啓発
けいはつ

 

本計画
ほんけいかく

の推進
すいしん

にあたっては、市
し

はもとより、住民
じゅうみん

、関係
かんけい

団体
だんたい

、関係
かんけい

機関
き か ん

、民間
みんかん

サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

が一
いっ

体
たい

となって取
と

り組
く

んでいく必
ひつ

要
よう

があります。それらの主体
しゅたい

が本計画
ほんけいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を共有
きょうゆう

し、

地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

に能動的
のうどうてき

に取
と

り組
く

めるよう、広
こう

報
ほう

誌
し

やホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

、イベント
い べ ん と

等
とう

、さまざまな媒
ばい

体
たい

や

機
き

会
かい

を活
かつ

用
よう

し、計
けい

画
かく

内
ない

容
よう

の周
しゅう

知
ち

に努
つと

めます。 

 

３．推進
すいしん

状 況
じょうきょう

の定期的
ていきてき

な点検
てんけん

 

本計画
ほんけいかく

については、より実効性
じっこうせい

のあるものとするために、半期
は ん き

ごとに開催
かいさい

する「四條畷
しじょうなわて

市
し

福祉
ふ く し

計画
けいかく

検討
けんとう

委員会
いいんかい

」において計画
けいかく

の進行
しんこう

状 況
じょうきょう

を定期的
ていきてき

に点検
てんけん

、評価
ひょうか

、改善
かいぜん

するとともに、必要
ひつよう

に応
おう

じて住
じゅう

民
みん

の意
い

向
こう

等
とう

を把
は

握
あく

しながら、施
し

策
さく

の検
けん

討
とう

・調
ちょう

整
せい

を行
おこな

います。また、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

とも連
れん

携
けい

を図
はか

り、計
けい

画
かく

の具
ぐ

体
たい

化
か

に向
む

けて調
ちょう

整
せい

を行
おこな

います。 

 

取組
とりくみ

の実施
じ っ し

責任者
せきにんしゃ

 進捗
しんちょく

管理
か ん り

 進捗
しんちょく

の評価
ひょうか

 頻度
ひ ん ど

 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

部長
ぶちょう

 福祉
ふ く し

政策
せいさく

課長
かちょう

 四條畷
しじょうなわて

市
し

福祉
ふ く し

計画
けいかく

検討
けんとう

委員会
いいんかい

 半期
は ん き

ごと 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

第４期
だ い ４ き

四條畷
しじょうなわて

市
し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（資料編
しりょうへん

） 

 

 

 

 

 

 

 

平
へい

成
せい

３０（２０１８年
ねん

）年
ねん

１０月
がつ
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１．統計
とうけい

データ
で ー た

からみた四條畷
しじょうなわて

市
し

の現状
げんじょう

 

 

（１）人口
じんこう

と世帯
せ た い

 

１．総人口
そうじんこう

と世帯数
せたいすう

の推移
す い い

 

人口
じんこう

は年々
ねんねん

減少
げんしょう

する一方
いっぽう

、世帯数
せたいすう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

の人口
じんこう

は 55,764人
にん

、

世帯数
せたいすう

は 24,121世帯
せ た い

となっています。 

 

総人口
そうじんこう

と世帯数
せたいすう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：四條畷

しじょうなわて

市
し

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

 

（各年度
かくねんど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

） 

56,812 56,455 56,207 55,937 55,764

23,724 23,749 23,936 24,026 24,121

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総人口 世帯数

（人） （世帯）
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２．年
ねん

齢
れい

３区
く

分
ぶん

別
べつ

人
じん

口
こう

比
ひ

の推
すい

移
い

 

高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

の割合
わりあい

（65歳
さい

以上
いじょう

の割合
わりあい

）が増加
ぞ う か

している一方
いっぽう

、年少
ねんしょう

人口
じんこう

の割合
わりあい

（０～14歳
さい

の

割合
わりあい

）は年々
ねんねん

減少
げんしょう

しており、本
ほん

市
し

の平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

の高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

の割合
わりあい

は 26.5 ％
ぱーせんと

、年少
ねんしょう

人口
じんこう

の割合
わりあい

は 13.4 ％
ぱーせんと

となっています。 

 

年
ねん

齢
れい

３区
く

分
ぶん

別
べつ

人
じん

口
こう

比
ひ

の推
すい

移
い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．社会
しゃかい

動態
どうたい

人口
じんこう

（転入
てんにゅう

・転出
てんしゅつ

）の推移
す い い

 

平
へい

成
せい

25年
ねん

度
ど

から平
へい

成
せい

26年
ねん

度
ど

にかけ、転入者
てんにゅうしゃ

は減少
げんしょう

していましたが、平
へい

成
せい

27年
ねん

度
ど

では 2,000

人
にん

を上
うわ

回
まわ

り、その後
ご

は再
ふたた

び減
げん

少
しょう

し、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

では 1,953人
にん

となっています。 

また、転出者
てんしゅつしゃ

は、平
へい

成
せい

27年
ねん

度
ど

以
い

降
こう

減
げん

少
しょう

傾
けい

向
こう

にあり、平
へい

成
せい

29年
ねん

では 2,070人
にん

となっていま

す。いずれの年度
ね ん ど

でも転出者
てんしゅつしゃ

が転入者
てんにゅうしゃ

を上
うわ

回
まわ

っている状
じょう

況
きょう

です。 

 

社会
しゃかい

動態
どうたい

人口
じんこう

（転入
てんにゅう

・転出
てんしゅつ

）の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,855 1,803

2,094

1,909 1,953

2,276
2,106

2,258
2,135 2,070

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

転入数 転出数

（人）

資料：四條畷
しじょうなわて

市
し

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

 

（各年
かくねん

度
ど

12
１２

月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

） 

14.8 14.4 14.0 13.6 13.4

61.3 60.7 60.2 60.1 60.1

23.9 24.9 25.8 26.3 26.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

年少人口 生産年齢人口 ６５歳以上

（％）

資料：四條畷
しじょうなわて

市
し

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

 

（各年度
かくねんど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

） 
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４．自然
し ぜ ん

動態
どうたい

人口
じんこう

（出 生
しゅっしょう

・死亡
し ぼ う

）の推移
す い い

 

出生率
しゅっせいりつ

は 400人
にん

前後
ぜ ん ご

で推移
す い い

しており、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

では 390人
にん

と、ここ５年
ねん

で最
もっと

も低
ひく

くな

っています。 

死亡数
しぼうすう

については、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

で 512人
にん

と、ここ５年
ねん

で最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

自然
し ぜ ん

動態
どうたい

人口
じんこう

（出 生
しゅっしょう

・死亡
し ぼ う

）の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－１．死亡数
しぼうすう

のうち自殺者数
じさつしゃすう

の推移
す い い

 

自殺者数
じさつしゃすう

は平
へい

成
せい

25年
ねん

から平
へい

成
せい

28年
ねん

までは 10人
にん

前後
ぜ ん ご

で推移
す い い

していましたが、平成
へいせい

29年
ねん

では

5人
にん

となっています。 

 

自殺者数
じさつしゃすう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料
しりょう

：厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

 自殺
じ さ つ

の統計
とうけい

：地域
ち い き

における自殺
じ さ つ

の基礎
き そ

資料
しりょう

 

（各年
かくねん

12
１２

月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

） 

449
405 412

387 390

478 491 488 473
512

0

100

200

300

400

500

600

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

出生数 死亡数

（人）

9 
10 

9 
8 

5 

0

5

10

15

平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年

自殺者数

（人）

資料：四條畷
しじょうなわて

市
し

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

 

（各年
かくねん

度
ど

12
１２

月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

） 
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５．１世帯
せ た い

あたり人員
じんいん

の推移
す い い

 

総
そう

人
じん

口
こう

は平
へい

成
せい

26年
ねん

度
ど

以
い

降
こう

年
ねんねん

々減
げん

少
しょう

する一方
いっぽう

、世帯数
せたいすう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。そのため、

１世帯
せ た い

あたり人
じん

員数
いんすう

は減少
げんしょう

しており、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

には 2.31人
にん

となっています。 

 

１世帯
せ た い

あたり人員
じんいん

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．家族
か ぞ く

類型
るいけい

別
べつ

構成率
こうせいりつ

 

世帯
せ た い

の家族
か ぞ く

類型
るいけい

は、全国
ぜんこく

・大阪府
おおさかふ

と比
ひ

較
かく

して単
たん

独
どく

世
せ

帯
たい

の割
わり

合
あい

が低
ひく

く、27.4 ％
ぱーせんと

となってい

ます。 

 

家族
か ぞ く

類型
るいけい

別
べつ

構成率
こうせいりつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料
しりょう

：四條畷
しじょうなわて

市
し

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

 

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 

資料
しりょう

：総務省
そうむしょう

統計局
とうけいきょく

国勢
こくせい

調査
ちょうさ

（平成
へいせい

27年
ねん

） 

66.1 
56.2 55.9 

5.8 

4.9 8.6 

0.7 

1.3 
0.9 

27.4 
37.6 34.6 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

四條畷市 大阪府 全国

核家族世帯 その他親族世帯 非親族を含む世帯 単独世帯

（％）

56,812 56,455 56,207 55,937 55,764

23,724 23,749 23,936 24,026 24,121

2.39 2.38 2.35 2.33 2.31 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

総人口 世帯数 1世帯あたり人員

（人、世帯） （人、〔平均〕）
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７．高齢者
こうれいしゃ

がいる世帯数
せたいすう

の推移
す い い

 

高齢者
こうれいしゃ

がいる世帯数
せたいすう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、平
へい

成
せい

27年
ねん

では 9,176世
せ

帯
たい

となっており、平
へい

成
せい

７年
ねん

の約
やく

2.5倍
ばい

となっています。 

 

高齢者
こうれいしゃ

がいる世帯数
せたいすう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※高齢者
こうれいしゃ

夫婦
ふ う ふ

世帯
せ た い

：夫婦
ふ う ふ

ともに 65歳
さい

以上
いじょう

とする 

資料
しりょう

：総務省
そうむしょう

統計局
とうけいきょく

国勢
こくせい

調査
ちょうさ

 

2142
2743

3446 3980 4067
792

835

1271

1834
2540

745

1093

1488

1944

2569

3,679

4,671

6,205

7,758

9,176

0

2000

4000

6000

8000

10000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯 高齢者同居世帯

（世帯）
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８．町
まち

別
べつ

人口
じんこう

と高齢化率
こうれいかりつ

 

地区
ち く

別
べつ

人口
じんこう

をみると、 楠
くすのき

公
こう

一丁目
いちちょうめ

と清滝
きよたき

新町
しんまち

、大
おお

字
あざ

逢
おう

阪
さか

で高齢化率
こうれいかりつ

が４割
わり

を超
こ

えています

（市
し

の平
へい

均
きん

高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

は約
やく

26.5 ％
ぱーせんと

）。 

 

町
まち

別
べつ

人口
じんこう

と高齢化率
こうれいかりつ

 
 

町丁字名 
総数 
（人） 

比率 
（％） 

高齢化率 
（％） 

町丁字名 
総数 
（人） 

比率 
（％） 

高齢化率 
（％） 

大字南野 23 0.0 8.7 清滝新町 1,187 2.1 50.0 

南野一丁目 950 1.7 34.7 大字岡山 281 0.5 21.7 

南野二丁目 1,969 3.5 28.6 岡山一丁目 1,109 2.0 37.8 

南野三丁目 376 0.7 31.9 岡山二丁目 2,029 3.6 25.1 

南野四丁目 1,161 2.1 37.5 岡山三丁目 461 0.8 30.4 

南野五丁目 776 1.4 23.1 岡山四丁目 1,257 2.3 23.7 

南野六丁目 607 1.1 28.0 岡山五丁目 1,221 2.2 34.1 

江瀬美町 1,920 3.4 30.0 岡山東一丁目 703 1.3 17.5 

雁屋北町 1,256 2.3 33.6 岡山東二丁目 695 1.2 24.5 

雁屋南町 1,680 3.0 31.6 岡山東三丁目 1,405 2.5 14.6 

雁屋西町 361 0.6 36.0 岡山東四丁目 923 1.7 25.2 

北出町 1,344 2.4 37.0 岡山東五丁目 1,509 2.7 26.2 

二丁通町 1,359 2.4 28.3 砂一丁目 415 0.7 29.9 

楠公一丁目 683 1.2 42.2 砂二丁目 646 1.2 19.7 

楠公二丁目 599 1.1 28.5 砂三丁目 411 0.7 25.1 

米崎町 1,760 3.2 32.2 砂四丁目 0 0.0 0.0 

塚脇町 337 0.6 28.5 大字逢阪 33 0.1 63.6 

大字中野 1,009 1.8 18.0 大字下田原 535 1.0 35.1 

中野一丁目 417 0.7 30.0 大字上田原 560 1.0 37.7 

中野二丁目 297 0.5 20.9 田原台一丁目 664 1.2 18.7 

中野三丁目 712 1.3 15.7 田原台二丁目 731 1.3 17.5 

中野新町 1,332 2.4 26.3 田原台三丁目 961 1.7 24.3 

中野本町 2,319 4.2 22.2 田原台四丁目 685 1.2 23.9 

美田町 1,130 2.0 36.1 田原台五丁目 721 1.3 24.4 

西中野一丁目 604 1.1 12.7 田原台六丁目 76 0.1 1.3 

西中野二丁目 878 1.6 15.5 田原台七丁目 647 1.2 19.6 

西中野三丁目 1,501 2.7 12.7 田原台八丁目 1,256 2.3 21.4 

蔀屋本町 989 1.8 29.0 田原台九丁目 991 1.8 16.0 

蔀屋新町 241 0.4 33.2 さつきヶ丘 894 1.6 9.6 

大字清瀧 2,024 3.6 20.2 緑風台 346 0.6 25.4 

清滝中町 1,798 3.2 28.4 総数 55,764 100.0 26.5 

 

 

資料
しりょう

：：四條畷
しじょうなわて

市
し

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

 

（平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

） 



55 

 

（２）ひとり親
おや

家庭
か て い

等
とう

の推移
す い い

 

ひとり親
おや

家
か

庭
てい

等
など

に深
ふか

く関
かん

係
けい

する児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

支給
しきゅう

件数
けんすう

は平
へい

成
せい

26年
ねん

度
ど

以
い

降
こう

減
げん

少
しょう

傾
けい

向
こう

にあり、

平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

では 509件
けん

となっています。 

 

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

支給
しきゅう

件数
けんすう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要介護
ようかいご

・要支援
ようしえん

認定者数
にんていしゃすう

の推移
す い い

 

要介護
ようかいご

・要支援
ようしえん

認定者数
にんていしゃすう

と認定率
にんていりつ

は平
へい

成
せい

28年
ねん

度
ど

まで増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にありましたが、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

に

は 2,460人
にん

に減少
げんしょう

しており、認定率
にんていりつ

は 16.3 ％
ぱーせんと

とここ５年
ねん

で最
もっと

も低
ひく

くなっています。 

 

要介護
ようかいご

・要支援
ようしえん

認定者数
にんていしゃすう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料
しりょう

：主要
しゅよう

な施策
し さ く

の実績
じっせき

報告
ほうこく

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 

資料
しりょう

：主要
しゅよう

な施策
し さ く

の実績
じっせき

報告
ほうこく

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 

※認定率
にんていりつ

＝要介護
ようかいご

・要支援
ようしえん

認定者数
にんていしゃすう

／65歳
さい

以上
いじょう

高齢者数
こうれいしゃすう

 

594 587 573
534
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平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

児童扶養手当支給件数

（件）
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平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

要介護認定者数 認定率

（人） （％）
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（４）障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

 

障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の総数
そうすう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

は 3,309人
にん

となっています。 

 

障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）外国人
がいこくじん

世帯
せ た い

の状 況
じょうきょう

 

 

外
がい

国
こく

人
じん

世
せ

帯
たい

数
すう

及
およ

び人
じん

口
こう

の推
すい

移
い

は横
よこ

ばいとなっており、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

の外
がい

国
こく

人
じん

世
せ

帯
たい

数
すう

は 246世帯
せ た い

、

外国人
がいこくじん

人口
じんこう

は 504人
にん

となっています。 

 

 平成 
25年度 

平成 
26年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

外国人世帯数（世帯） 237 244 254 242 246 

全市世帯数に占める割合（％） 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 

外国人人口（人） 500 507 512 500 504 

全市人口に占める割合（％） 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

 

  

資料
しりょう

：主要
しゅよう

な施策
し さ く

の実績
じっせき

報告
ほうこく

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 

資料
しりょう

：四條畷
しじょうなわて

市
し

統計書
とうけいしょ

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 

2,236 2,209 2,251 2,281 2,328

487 505 523 546 572
294 327 358 386 409

3,017 3,041 3,132 3,213 3,309

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

精神障がい者保健福祉手帳 療育手帳 身体障がい者手帳

（人）
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（６）生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

等
とう

の状 況
じょうきょう

 

１．生活
せいかつ

保護
ほ ご

の状 況
じょうきょう

 

被
ひ

保
ほ

護
ご

人
じん

員
いん

数
すう

は平
へい

成
せい

28年
ねん

度
ど

まで横
よこ

ばいとなっていましたが、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

には 828人
にん

と減少
げんしょう

しています。また、被
ひ

保護
ほ ご

世帯数
せたいすう

も平
へい

成
せい

28年
ねん

度
ど

まで横
よこ

ばいとなっていましたが、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

に

は 639世帯
せ た い

となっています。高
こう

齢
れい

者
しゃ

世
せ

帯
たい

は平
へい

成
せい

28年
ねん

度
ど

まで増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっていましたが、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

には 384世帯
せ た い

と減少
げんしょう

しています。 

 

被
ひ

保護人
ほ ご じ ん

員数
いんすう

と被
ひ

保護
ほ ご

世帯数
せたいすう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．生活
せいかつ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付
かしつけ

状 況
じょうきょう

 

生活
せいかつ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付
かしつけ

件数
けんすう

は平
へい

成
せい

27年
ねん

度
ど

をピーク
ぴ ー く

に減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

には 20件
けん

となっています。また、生活
せいかつ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付金額
かしつけきんがく

も同様
どうよう

に平
へい

成
せい

27年
ねん

度
ど

以降
い こ う

減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

では 1,140,000円
えん

となっています。 

 

生活
せいかつ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付
かしつけ

件数
けんすう

と貸付金額
かしつけきんがく

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29

17

36

23
20

1,470,000

1,170,000

2,330,000

930,000

1,140,000

0
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平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

貸付件数 貸付金額

（件） （円）

873 881 858 879
828

653 652 643
672

639

346 369 371 392 384
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0

200

400

600
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平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

被保護人員 被保護世帯 高齢者世帯

（人） （世帯）

資料
しりょう

：主要
しゅよう

な施策
し さ く

の実績
じっせき

報告
ほうこく

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 

資料
しりょう

：主要
しゅよう

な施策
し さ く

の実績
じっせき

報告
ほうこく

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 
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（７）児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

、高齢者
こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の状 況
じょうきょう

 

１．児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

件数
けんすう

の推移
す い い

 

子
こ

育
そだ

て総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

が把握
は あ く

している児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

件数
けんすう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

は 394件
けん

となっています。 

 

児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

件数
けんすう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．高齢者
こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

件数
けんすう

の推移
す い い

 

高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

が把握
は あ く

している高齢者
こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

件数
けんすう

は、平
へい

成
せい

26年
ねん

度
ど

の 38件
けん

（延
の

べ件
けん

数
すう

）が最
もっと

も

多
おお

く、その後
ご

は減
げん

少
しょう

したものの、平
へい

成
せい

28年
ねん

度
ど

から再
ふたた

び増
ぞう

加
か

に転
てん

じ、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

では 31件
けん

（延
の

べ件
けん

数
すう

）となっています。 

 

高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

が把握
は あ く

している高齢者
こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

件数
けんすう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料
しりょう

：主要
しゅよう

な施策
し さ く

の実績
じっせき

報告
ほうこく

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 

資料
しりょう

：高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 

336 
398 372 390 394 
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（延べ件数）
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（８）民生
みんせい

委員
い い ん

・児童委
じ ど う い

員数
いんすう

と活動
かつどう

状 況
じょうきょう

 

１．民生
みんせい

委員
い い ん

・児童委
じ ど う い

員数
いんすう

と活動
かつどう

日数
び す う

の推移
す い い

 

民
みん

生
せい

委
い

員
いん

・児
じ

童
どう

委
い

員
いん

数
すう

と活
かつ

動
どう

延
の

べ日
にっ

数
すう

はほぼ横
よこ

ばいとなっており、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

の委
い

員
いん

数
すう

は

82人
にん

、活
かつ

動
どう

延
の

べ日
にっ

数
すう

は 11,797日
にち

となっています。 

 

民
みん

生
せい

委
い

員
いん

・児
じ

童
どう

委
い

員
いん

数
すう

と活
かつ

動
どう

延
の

べ日
にっ

数
すう

の推
すい

移
い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．活動
かつどう

内容
ないよう

の推移
す い い

 

平
へい

成
せい

28年
ねん

度
ど

から平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

の活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

のうち、相談
そうだん

支援
し え ん

、調査
ちょうさ

・実態
じったい

把握
は あ く

、証明
しょうめい

事務
じ む

、要保護
よ う ほ ご

児童
じ ど う

の発見
はっけん

の通告
つうこく

・仲介
ちゅうかい

の活動
かつどう

が増加
ぞ う か

しています。 

 

単位
た ん い

：件数
けんすう

   

 
平成
へいせい

 

25年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

26年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

27年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

相談
そうだん

支援
し え ん

 2,248 2,383 1,941 2,099 2716 

調査
ちょうさ

・実態
じったい

把握
は あ く

 309 3,242 555 461 4,812 

行事
ぎょうじ

・事業
じぎょう

・会議
かいぎ

への参加
さんか

・協 力
きょうりょく

 2,140 2,454 2,539 2,483 2,371 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

・自主
じ し ゅ

活動
かつどう

 4,287 4,856 5,024 5,103 4,559 

民児協
みんじきょう

運営
うんえい

・研修
けんしゅう

 1,472 1,545 1,586 1,700 1,445 

証明
しょうめい

事務
じ む

 172 142 154 197 242 

要保護
よ う ほ ご

児童
じどう

の発見
はっけん

の通告
つうこく

・仲介
ちゅうかい

 63 20 37 15 27 

 

 

 

※社会
しゃかい

資源
し げ ん

：福祉
ふ く し

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するために活用
かつよう

される施設
し せ つ

・機関
き か ん

、個人
こ じ ん

・集団
しゅうだん

、資金
し き ん

、技能
ぎ の う

、ノウハウ
の う は う

等
など

の総称
そうしょう

。   

資料
しりょう

：福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 

80 80 80 82 82

9,579

11,209
12,031 12,208

11,797
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民生委員・児童委員数 活動日数

（人数） （延べ日数）

資料
しりょう

：福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 
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（９）ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

・ＮＰＯ
えぬぴーおー

※団体
だんたい

の状 況
じょうきょう

 

１．ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

登録
とうろく

団体数
だんたいすう

と登録
とうろく

人数
にんずう

の推移
す い い

 

ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

登
とう

録
ろく

団
だん

体
たい

数
すう

は横
よこ

ばいとなっており、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

では 106団
だん

体
たい

となっています。 

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

登録
とうろく

団体数
だんたいすう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．Ｎ
えぬ

Ｐ
ぴー

Ｏ
おー

法
ほう

人
じん

数
すう

の推
すい

移
い

 

本市
ほ ん し

に主
しゅ

たる事務所
じ む し ょ

を置
お

くＮ
えぬ

Ｐ
ぴー

Ｏ
おー

法
ほう

人
じん

数
すう

は横
よこ

ばいとなっており、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

で５法人
ほうじん

となっ

ています。 

 

ＮＰＯ
えぬぴーおー

法
ほう

人
じん

数
すう

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＮＰＯ
えぬぴーおー

：Non
の ん

 Profit
ぷろふぃっと

 Organization
おーがないぜーしょん

の略 称
りゃくしょう

で、さまざまな社
しゃ

会
かい

貢
こう

献
けん

活
かつ

動
どう

を行
おこな

い、団
だん

体
たい

の構
こう

成
せい

員
いん

に対
たい

し収
しゅう

益
えき

を分配
ぶんぱい

す

ることを本旨
ほ ん し

としない団体
だんたい

の総称
そうしょう

。したがって、収益
しゅうえき

を本旨
ほ ん し

とする事業
じぎょう

を行
おこな

うこと自
じ

体
たい

は認
みと

められるが、

法
ほう

人格
じんかく

で取得
しゅとく

した法人
ほうじん

を、「特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

（ＮＰＯ
えぬぴーおー

法人
ほうじん

）」という。  

資料
しりょう

：地域
ち い き

協働課
きょうどうか

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 

資料
しりょう

：地域
ち い き

協働課
きょうどうか

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 
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（10）コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

の活動
かつどう

状 況
じょうきょう

 

コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る わ ー か ー

が対応
たいおう

した相談
そうだん

件数
けんすう

は、平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

で 155件
けん

となってい

ます。内容
ないよう

別
べつ

の内訳
うちわけ

では、福
ふく

祉
し

制
せい

度
ど

・サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

に関
かん

する相
そう

談
だん

、生
せい

活
かつ

費
ひ

に関
かん

する相
そう

談
だん

、生
せい

活
かつ

に関
かん

する身
み

近
ぢか

な相
そう

談
だん

が多
おお

くなっています。 

 

内容
ないよう

別
べつ

相談
そうだん

件数
けんすう

の推移
す い い

 

 平成
へいせい

 

25年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

26年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

27年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

・サービス
さ ー び す

に関
かん

する相談
そうだん

 22 25 238 19 32 

生活
せいかつ

に関
かん

する相
そう

談
だん

 45 45 22 30 27 

健
けん

康
こう

・医
い

療
りょう

に関
かん

する相
そう

談
だん

 9 13 8 10 24 

生
せい

活
かつ

費
ひ

に関
かん

する相
そう

談
だん

 27 17 6 11 31 

就
しゅう

労
ろう

に関
かん

する相
そう

談
だん

 4 2 1 4 4 

財
ざい

産
さん

管
かん

理
り

・権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

に関
かん

する相
そう

談
だん

 2 1 0 1 6 

消
しょう

費
ひ

者
しゃ

被
ひ

害
がい

に関
かん

する相
そう

談
だん

 0 0 1 0 1 

多
た

重
じゅう

債
さい

務
む

に関
かん

する相
そう

談
だん

 0 1 1 0 3 

Ｄ
でぃー

Ｖ
ぶい

・虐
ぎゃく

待
たい

に関
かん

する相
そう

談
だん

 0 1 2 6 7 

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

・ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

活
かつ

動
どう

に関
かん

する相
そう

談
だん

 
21 10 3 27 12 

住
じゅう

宅
たく

に関
かん

する相
そう

談
だん

 6 8 3 1 4 

子
こ

育
そだ

て
て

・子
こ

どもの教
きょう

育
いく

に関
かん

する相
そう

談
だん

 6 0 25 7 3 

その他
た

 4 4 0 0 1 

総数
そうすう

 146 127 310 116 155 

 

 

  

資料
しりょう

：Ｃ Ｓ Ｗ
しーえすだぶりゅー

活動
かつどう

実績
じっせき

報告
ほうこく

（各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

） 
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２．住民
じゅうみん

意識
い し き

調査
ちょうさ

からみた四條畷
しじょうなわて

市
し

の現状
げんじょう

 

 

第
だい

４期
き

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

にかかるア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

調
ちょう

査
さ

の実
じっ

施
し

 

 平
へい

成
せい

29年
ねん

度
ど

に四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

に住
す

む
む

20歳
さい

以
い

上
じょう

の住
じゅう

民
みん

1,000人
にん

を無作為
む さ く い

抽 出
ちゅうしゅつ

し、地
ち

域
いき

に対
たい

する思
おも

いや日
ひ

々
び

の生
せい

活
かつ

の中
なか

で抱
かか

えているさまざまな課題
か だ い

、地域
ち い き

活動
かつどう

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の参加
さ ん か

状 況
じょうきょう

・

利用
り よ う

意向
い こ う

などの現状
げんじょう

を調査
ちょうさ

し、その結果
け っ か

を本計画
ほんけいかく

策定
さくてい

のための基礎
き そ

資料
しりょう

としました。 

※図表
ずひょう

等
とう

の「Ｎ
えぬ

（number
な ん ば ー

 of
おぶ

 case
け ー す

）」は、有効標
ゆうこうひょう

本数
ほんすう

（集計
しゅうけい

対象者
たいしょうしゃ

総数
そうすう

）を表
あらわ

しています。各設問
かくせつもん

の

図表上
ずひょうじょう

の「 Ｍ Ａ
まるちあんさー

％
ぱーせんと

」「３ Ｌ
りみてっど

Ａ
あんさー

％
ぱーせんと

」等
とう

との表記
ひょうき

は、回答
かいとう

選択肢
せんたくし

の中
なか

からあてはまるものを

複数
ふくすう

選択
せんたく

する場合
ば あ い

（すべてに○、３つまで○等
とう

）を示
しめ

しています。これ以外
い が い

の場合
ば あ い

は、特
とく

に断
ことわ

りがない

限
かぎ

り、単一
たんいつ

回答
かいとう

（回答
かいとう

選択肢
せんたくし

の中
なか

からあてはまるものを１つだけ選択
せんたく

する）形式
けいしき

の設問
せつもん

です。 

  

調査
ちょうさ

の趣旨
し ゅ し

 

 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

に第
だい

４期
き

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

を策定
さくてい

するにあたり、地域
ち い き

に対
たい

する思
おもい

いや日々
ひ び

の生活
せいかつ

の中
なか

で抱
かか

えているさまざまな課題
か だ い

、地域
ち い き

活動
かつどう

や

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の参加
さ ん か

状 況
じょうきょう

・利用
り よ う

意向
い こ う

などの現状
げんじょう

を調査
ちょうさ

し、今後
こ ん ご

の地域
ち い き

福祉
ふ く し

のあり方
かた

についての検討
けんとう

を行うため。 

調査
ちょうさ

概要
がいよう

  

対 象
た い し ょ う

：平
へい

成
せい

29年
ねん

９月
がつ

１日
にち

現
げん

在
ざい

、四條畷
しじょうなわて

市
し

に住む
す む

20歳
さい

以上
いじょう

の住民
じゅうみん

 

対 象 数
たいしょうすう

：1,000人
にん

 

調査
ちょうさ

期間
き か ん

：平
へい

成
せい

30年
ねん

１月
がつ

15日
にち

（月
げつ

）～平
へい

成
せい

30年
ねん

１月
がつ

29日
にち

（月
げつ

） 

調査
ちょうさ

方法
ほうほう

：調査票
ちょうさひょう

による自記式
じ き し き

質問紙
しつもんし

、郵送
ゆうそう

配布
は い ふ

・郵送
ゆうそう

回収
かいしゅう

 

回収
かいしゅう

結果
け っ か

  

配 布 数
は い ふ す う

：1,000人
にん

 

有効
ゆうこう

回収数
かいしゅうすう

：515件
けん

（有効
ゆうこう

回収率
かいしゅうりつ

：51.5 ％
ぱーせんと

） 

 回答
かいとう

属性
ぞくせい

 

性別
せいべつ

 

男性
だんせい

 女性
じょせい

 無回答
むかいとう

 

41.6 ％
ぱーせんと

 56.5 ％
ぱーせんと

 1.9 ％
ぱーせんと

 

 

年代
ねんだい

別
べつ

 

20歳代
さいだい

 30歳代
さいだい

 40歳代
さいだい

 50歳代
さいだい

 60歳代
さいだい

 
70歳代

さいだい

以上
いじょう

 
無回答
むかいとう

 

5.2 ％
ぱーせんと

 10.1 ％
ぱーせんと

 20.2 ％
ぱーせんと

 13.0 ％
ぱーせんと

 18.8 ％
ぱーせんと

 31.8 ％
ぱーせんと

 0.8 ％
ぱーせんと

 
 



63 

 

（１）地域
ち い き

のつながりについて 

 

１．地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

や活動
かつどう

への参加度
さ ん か ど

 

地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

や活動
かつどう

への参加度
さ ん か ど

の程度
て い ど

をみると、「時々
ときどき

参加
さ ん か

している」が 38.8 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「ほとんど参加
さ ん か

していない」が 27.8 %
ぱーせんと

、「まったく参加
さ ん か

していない」が 26.6

%
ぱーせんと

、「ほとんど参加
さ ん か

している」が 6.2 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、30～39歳
さい

では「まったく参加
さ ん か

していない」がそれぞれ 59.3 %
ぱーせんと

、

36.5 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

、70歳
さい

以上
いじょう

では「時々
ときどき

参加
さ ん か

している」がそれぞれ

46.2 %
ぱーせんと

、52.2 %
ぱーせんと

、39.6 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、60～69歳
さい

では「ほとんど参
さん

加
か

していない」が

34.0 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 
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２．地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

や活動
かつどう

に参加
さ ん か

していない理由
り ゆ う

 

参加
さ ん か

していない理由
り ゆ う

をみると、「仕事
し ご と

や家事
か じ

・育児
い く じ

などで忙
いそが

しい（時間
じ か ん

がない）から」が

36.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「どのような行
ぎょう

事
じ

や活
かつ

動
どう

があるか知
し

らないから」が 25.0 %
ぱーせんと

、

「地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

や活動
かつどう

に興味
きょうみ

がないから」が 23.6 %
ぱーせんと

、「体力的
たいりょくてき

に無理
む り

だから」が 20.0 %
ぱーせんと

、

「一緒
いっしょ

に参加
さ ん か

する人
ひと

がいないから」が 16.1 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、30～39歳
さい

、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

では「仕事
し ご と

や家事
か じ

・育
いく

児
じ

などで

忙
いそが

しい（時
じ

間
かん

がない）から」がそれぞれ 52.4 %
ぱーせんと

、47.2 %
ぱーせんと

、60.8 %
ぱーせんと

、71.0 %
ぱーせんと

と最
もっと

も

高
たか

く、60～69歳
さい

では「どのような行
ぎょう

事
じ

や活
かつ

動
どう

があるか知
し

らないから」が 28.3 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、

70歳
さい

以
い

上
じょう

では「体
たい

力
りょく

的
てき

に無
む

理
り

だから」が 46.3 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　

調

査

数

自

治

会

に

入

っ

て

い

な

い

か

ら

仕

事

や

家

事

・

育

児

な

ど

で

忙

し

い

（

時

間

が

な

い

）

か

ら

一

緒

に

参

加

す

る

人

が

い

な

い

か

ら

地

域

の

行

事

や

活

動

に

興

味

が

な

い

か

ら

参

加

の

方

法

が

わ

か

ら

な

い

か

ら

体

力

的

に

無

理

だ

か

ら

家

族

の

協

力

・

理

解

が

得

ら

れ

な

い

か

ら

ど

の

よ

う

な

行

事

や

活

動

が

あ

る

か

知

ら

な

い

か

ら

地

域

で

や

り

た

い

活

動

が

な

い

か

ら

地

域

以

外

で

の

活

動

に

参

加

し

て

い

る

か

ら

そ

の

他

　

無

回

答

　調査数 280 17 102 45 66 34 56 3 70 39 15 20 13

 100.0 6.1 36.4 16.1 23.6 12.1 20.0 1.1 25.0 13.9 5.4 7.1 4.6

20～29歳 21      - 11 4 8 3      -      - 8 5      - 2      -

 100.0      - 52.4 19.0 38.1 14.3      -      - 38.1 23.8      - 9.5      -

30～39歳 36 3 17      - 9 4 2      - 10 7 1 4 2

 100.0 8.3 47.2      - 25.0 11.1 5.6      - 27.8 19.4 2.8 11.1 5.6

40～49歳 51 6 31 12 10 10 2      - 15 4 1 3 1

 100.0 11.8 60.8 23.5 19.6 19.6 3.9      - 29.4 7.8 2.0 5.9 2.0

50～59歳 31 1 22 4 4 3 3      - 4 2 3 2 1

 100.0 3.2 71.0 12.9 12.9 9.7 9.7      - 12.9 6.5 9.7 6.5 3.2

60～69歳 60 3 15 13 12 3 12 3 17 11 5 5 4

 100.0 5.0 25.0 21.7 20.0 5.0 20.0 5.0 28.3 18.3 8.3 8.3 6.7

70歳以上 80 4 5 12 22 11 37      - 16 9 5 4 5

 100.0 5.0 6.3 15.0 27.5 13.8 46.3      - 20.0 11.3 6.3 5.0 6.3

　無回答 1      - 1      - 1      -      -      -      - 1      -      -      -

 100.0      - 100.0      - 100.0      -      -      -      - 100.0      -      -      -
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３．近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いの程
てい

度
ど

 

近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いの程
てい

度
ど

をみると、「あいさつする程度
ていど

の人
ひと

がいる」が 36.5 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「立
た

ち話
ばなし

をする程
てい

度
ど

の人
ひと

がいる」が 28.9 %
ぱーせんと

、「簡
かん

単
たん

な頼
たの

みごと、物
もの

の貸
か

し借
か

りなどを

する人
ひと

がいる」が 13.6 %
ぱーせんと

、「特
とく

に用
よう

事
じ

がなくても行
ゆ

き来
き

し、困
こま

ったときは助
たす

け合
あ

える人
ひと

がい

る」が 10.1 %
ぱーせんと

、「近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いがない、またはしない」が 5.8 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、30～39歳
さい

、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

、70歳
さい

以上
いじょう

では「あいさつする

程度
て い ど

の人
ひと

がいる」がそれぞれ 63.0 %
ぱーせんと

、53.8 %
ぱーせんと

、33.7 %
ぱーせんと

、41.8 %
ぱーせんと

、31.7 %
ぱーせんと

と最
もっと

も

高
たか

く、60～69歳
さい

では「立
た

ち話
ばなし

をする程
てい

度
ど

の人
ひと

がいる」が 43.3 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 
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４．近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いがない、またはしない理
り

由
ゆう

 

近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いがない、またはしない理
り

由
ゆう

についてみると、「仕
し

事
ごと

などで家
いえ

をあけることが多
おお

く、知
し

り合
あ

う機
き

会
かい

がない」が 36.7 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いはわずらわし

いので避
さ

けている」が 30.0 %
ぱーせんと

、「普
ふ

段
だん

留
る

守
す

の家
いえ

が多
おお

いなど、そもそも近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いがほと

んどない地
ち

域
いき

である」が 10.0 %
ぱーせんと

、「近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いはしたいが、行
ぎょう

事
じ

などが少
すく

なく、知
し

り合
あ

う機
き

会
かい

がない」が 6.7
７

%
ぱーせんと

、「近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いはしたいが、つい消 極 的
しょうきょくてき

になってしまう」、

「最
さい

近
きん

引
ひ

っ越
こ

ししてきた」がそれぞれ 3.3 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、40～49歳
さい

では「仕
し

事
ごと

などで家
いえ

をあけることが多
おお

く、知
し

り合
あ

う機
き

会
かい

がない」がそれぞれ 75.0 %
ぱーせんと

、53.8 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

では「近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いはわずら

わしいので避
さ

けている」が 42.9 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、60～69歳
さい

では「近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いはわずらわしい

ので避
さ

けている」と「近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いはしたいが、行
ぎょう

事
じ

などが少
すく

なく、知
し

り合
あ

う機
き

会
かい

がない」が 50.0

%
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、70歳
さい

以
い

上
じょう

では「近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いはしたいが、つい消 極 的
しょうきょくてき

になってしまう」が

50.0 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。50～59歳
さい

では調
ちょう

査
さ

数
すう

が 0人
にん

になっています。 
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５．近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いに対
たい

しての考
かんが

え方
かた

 

近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いに対
たい

しての考
かんが

え方
かた

をみると、「親
した

しく相
そう

談
だん

したり、助
たす

け合
あ

ったりするのは必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う」が 40.8 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「わずらわしいと思
おも

うが、日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に便
べん

利
り

な

ことが多
おお

いので必
ひつ

要
よう

である」が 27.8 %
ぱーせんと

、「わずらわしいことが多
おお

いので、あまりしたくな

い」が 12.4 %
ぱーせんと

、「なくても困
こま

らないので、必
ひつ

要
よう

がない」が 10.5 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年
ねん

代
だい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

では「なくても困
こま

らないので、必要
ひつよう

がない」が 25.9 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

、60～69歳
さい

、70歳
さい

以
い

上
じょう

では「親
した

しく相
そう

談
だん

したり、助
たす

け合
あ

っ

たりするのは必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う」がそれぞれ 30.8 %
ぱーせんと

、33.7 %
ぱーせんと

、44.8 %
ぱーせんと

、38.1 %
ぱーせんと

、50.6 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 
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６．地
ち

域
いき

のつながりの活
かっ

性
せい

化
か

に大
たい

切
せつ

なこと 

お住
す

まいの地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

や近
きん

所
じょ

付
つ

き合
あ

いがもっと活
かっ

発
ぱつ

に行
おこな

われるためにどのようなことが大切
たいせつ

かをみると、「あいさつができる程
てい

度
ど

の顔
かお

見
み

知
し

りの関
かん

係
けい

を広
ひろ

げる」が 63.3 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで、「住
じゅう

民
みん

同
どう

士
し

が困
こま

ったときに、今
いま

以
い

上
じょう

に助
たす

け合
あ

える関
かん

係
けい

をつくる」が 37.1 %
ぱーせんと

、「交流
こうりゅう

の機会
き か い

となる地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

をもっと増
ふ

やす」が 16.1 %
ぱーせんと

、「地
ち

域
いき

の町
ちょう

会
かい

・自
じ

治
ち

会
かい

や子
こ

ども会
かい

、

老人
ろうじん

クラブ
く ら ぶ

などの活動
かつどう

をもっと活発
かっぱつ

にしていく」が 15.7 %
ぱーせんと

、「学
がっ

校
こう

と住
じゅう

民
みん

の交
こう

流
りゅう

やつな

がりを深
ふか

める」が 9.9 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「あいさつができる程
てい

度
ど

の顔
かお

見
み

知
し

りの関
かん

係
けい

を広
ひろ

げる」が

高
たか

く、20～29歳
さい

では 77.8 %
ぱーせんと

、30～39歳
さい

では 69.2 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 55.8 %
ぱーせんと

、50～59

歳
さい

では 70.1 %
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では 66.0 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 60.4 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　

調

査

数

住

民

同

士

が

困

っ

た

と

き

に

、

今

以

上

に

助

け

合

え

る

関

係

を

つ

く

る

あ

い

さ

つ

が

で

き

る

程

度

の

顔

見

知

り

の

関

係

を

広

げ

る

新

築

マ

ン

シ

ョ

ン

の

入

居

者

な

ど

、

新

た

に

住

む

人

と

の

関

係

づ

く

り

を

強

化

す

る

地

域

の

町

会

・

自

治

会

や

子

ど

も

会

、

老

人

ク

ラ

ブ

な

ど

の

活

動

を

も

っ

と

活

発

に

し

て

い

く

学

校

と

住

民

の

交

流

や

つ

な

が

り

を

深

め

る

地

元

の

商

業

者

な

ど

、

事

業

者

と

住

民

の

つ

な

が

り

を

も

っ

と

深

め

る

交

流

の

機

会

と

な

る

地

域

の

行

事

を

も

っ

と

増

や

す

そ

の

他

　

無

回

答

　調査数 515 191 326 34 81 51 41 83 23 28

 100.0 37.1 63.3 6.6 15.7 9.9 8.0 16.1 4.5 5.4

20～29歳 27 7 21 2 4 5 1 4      - 1

 100.0 25.9 77.8 7.4 14.8 18.5 3.7 14.8      - 3.7

30～39歳 52 16 36 3 5 5 6 7 6 1

 100.0 30.8 69.2 5.8 9.6 9.6 11.5 13.5 11.5 1.9

40～49歳 104 38 58 8 19 16 10 18 6 3

 100.0 36.5 55.8 7.7 18.3 15.4 9.6 17.3 5.8 2.9

50～59歳 67 20 47 5 8 8 9 9 2 2

 100.0 29.9 70.1 7.5 11.9 11.9 13.4 13.4 3.0 3.0

60～69歳 97 38 64 7 19 9 8 18 3 6

 100.0 39.2 66.0 7.2 19.6 9.3 8.2 18.6 3.1 6.2

70歳以上 164 70 99 9 26 8 7 27 5 15

 100.0 42.7 60.4 5.5 15.9 4.9 4.3 16.5 3.0 9.1

　無回答 4 2 1      -      -      -      -      - 1      -

 100.0 50.0 25.0      -      -      -      -      - 25.0      -
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７．住
じゅう

民
みん

相
そう

互
ご

の自
じ

主
しゅ

的
てき

な支
ささ

え合
あ

いの必
ひつ

要
よう

度
ど

 

住
じゅう

民
みん

相
そう

互
ご

の自
じ

主
しゅ

的
てき

な支
ささ

え合
あ

い、助
たす

け合
あ

いの必
ひつ

要
よう

度
ど

をみると、「ある程
てい

度
ど

必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う」が

70.5 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「とても必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う」が 15.9 %
ぱーせんと

、「あまり必
ひつ

要
よう

だと思
おも

わ

ない」が 8.5 %
ぱーせんと

、「まったく必
ひつ

要
よう

だとは思
おも

わない」が 0.4 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「ある程
てい

度
ど

必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 81.5

%
ぱーせんと

、30～39歳
さい

では 76.9 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 76.0 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 68.7 %
ぱーせんと

、60～69

歳
さい

では 64.9 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 67.7 %
ぱーせんと

となっています。 
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８．近
きん

所
じょ

の困
こま

っている世
せ

帯
たい

の援
えん

助
じょ

方
ほう

法
ほう

 

近
きん

所
じょ

に困
こま

っている世
せ

帯
たい

があった場
ば

合
あい

、どのような援助
えんじょ

ができるのかをみると、「安
あん

否
ぴ

確
かく

認
にん

の

声
こえ

かけ」が 58.6 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「買
か

い物
もの

の手
て

伝
つだ

い」が 30.3 %
ぱーせんと

、「ごみ出
だ

し」

が 18.8 %
ぱーせんと

、「玄関前
げんかんまえ

などの掃除
そ う じ

」が 17.5 %
ぱーせんと

、「趣
しゅ

味
み

などの話
はな

し相
あい

手
て

」が 13.4 %
ぱーせんと

と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「安
あん

否
ぴ

確
かく

認
にん

の声
こえ

かけ」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 40.7 %
ぱーせんと

、

30～39歳
さい

では 59.6 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 53.8 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 56.7 %
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では

68.0 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 59.8 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　

調

査

数

安

否

確

認

の

声

か

け

趣

味

な

ど

の

話

し

相

手

買

い

物

の

手

伝

い

ご

み

出

し

玄

関

前

な

ど

の

掃

除

短

時

間

の

子

ど

も

の

預

か

り

子

育

て

の

相

談

そ

の

他

何

も

で

き

な

い

　

無

回

答

　調査数 515 302 69 156 97 90 26 14 17 87 42

 100.0 58.6 13.4 30.3 18.8 17.5 5.0 2.7 3.3 16.9 8.2

20～29歳 27 11 6 8 4 4 3 2      - 6      -

 100.0 40.7 22.2 29.6 14.8 14.8 11.1 7.4      - 22.2      -

30～39歳 52 31 10 12 7 12 4 1      - 8 5

 100.0 59.6 19.2 23.1 13.5 23.1 7.7 1.9      - 15.4 9.6

40～49歳 104 56 16 31 16 19 8 5 6 18 8

 100.0 53.8 15.4 29.8 15.4 18.3 7.7 4.8 5.8 17.3 7.7

50～59歳 67 38 6 25 9 11 3 2 2 18 3

 100.0 56.7 9.0 37.3 13.4 16.4 4.5 3.0 3.0 26.9 4.5

60～69歳 97 66 11 36 21 11 6 3 4 8 11

 100.0 68.0 11.3 37.1 21.6 11.3 6.2 3.1 4.1 8.2 11.3

70歳以上 164 98 20 44 39 32 2 1 4 29 15

 100.0 59.8 12.2 26.8 23.8 19.5 1.2 0.6 2.4 17.7 9.1

　無回答 4 2      -      - 1 1      -      - 1      -      -

 100.0 50.0      -      - 25.0 25.0      -      - 25.0      -      -
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９．日常
にちじょう

生活
せいかつ

が不自由
ふ じ ゆ う

になったときの地域
ち い き

の援助
えんじょ

 

日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

が不
ふ

自
じ

由
ゆう

になったとき、地
ち

域
いき

でどのような援助
えんじょ

をしてほしいかをみると、「安
あん

否
ぴ

確
かく

認
にん

の声
こえ

かけ」、「買
か

い物
もの

の手
て

伝
つだ

い」がそれぞれ 48.9 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「ごみ出
だ

し」

が 22.5%、「趣
しゅ

味
み

などの話
はな

し相
あい

手
て

」が 13.2 %
ぱーせんと

、「短
たん

時
じ

間
かん

の子
こ

ど
ど

も
も

の預
あず

かり」が 5.8 %
ぱーせんと

、

「玄関前
げんかんまえ

などの掃除
そ う じ

」が 5.4 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、40～49歳
さい

では「買
か

い物
もの

の手
て

伝
つだ

い」がそれぞれ 63.0 %
ぱーせんと

、56.7 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

、60～69歳
さい

、70歳
さい

以
い

上
じょう

では「安
あん

否
ぴ

確
かく

認
にん

の声
こえ

かけ」がそれぞれ 48.1 %
ぱーせんと

、

58.8 %
ぱーせんと

、49.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、50～59歳
さい

では「安
あん

否
ぴ

確
かく

認
にん

の声
こえ

かけ」と「買
か

い物
もの

の手
て

伝
つだ

い」

が 52.2 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　

調

査

数

安

否

確

認

の

声

か

け

趣

味

な

ど

の

話

し

相

手

買

い

物

の

手

伝

い

ご

み

出

し

玄

関

前

な

ど

の

掃

除

短

時

間

の

子

ど

も

の

預

か

り

子

育

て

の

相

談

そ

の

他

何

も

し

て

ほ

し

く

な

い

　

無

回

答

　調査数 515 252 68 252 116 28 30 13 28 39 46

 100.0 48.9 13.2 48.9 22.5 5.4 5.8 2.5 5.4 7.6 8.9

20～29歳 27 8 1 17 6 2 9 1      - 5      -

 100.0 29.6 3.7 63.0 22.2 7.4 33.3 3.7      - 18.5      -

30～39歳 52 25 7 20 9 1 10 9 2 4 3

 100.0 48.1 13.5 38.5 17.3 1.9 19.2 17.3 3.8 7.7 5.8

40～49歳 104 44 20 59 24 8 9 3 9 9 5

 100.0 42.3 19.2 56.7 23.1 7.7 8.7 2.9 8.7 8.7 4.8

50～59歳 67 35 9 35 18 1 2      - 1 5 6

 100.0 52.2 13.4 52.2 26.9 1.5 3.0      - 1.5 7.5 9.0

60～69歳 97 57 10 48 23 5      -      - 4 7 8

 100.0 58.8 10.3 49.5 23.7 5.2      -      - 4.1 7.2 8.2

70歳以上 164 81 21 71 36 11      -      - 12 9 23

 100.0 49.4 12.8 43.3 22.0 6.7      -      - 7.3 5.5 14.0

　無回答 4 2      - 2      -      -      -      -      -      - 1

 100.0 50.0      - 50.0      -      -      -      -      -      - 25.0
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10．福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の利
り

用
よう

に関
かん

しての不
ふ

満
まん

等
とう

の有
う

無
む

 

ご自
じ

身
しん

やご
ご

家
か

族
ぞく

は福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の利
り

用
よう

に関
かん

して、これまで不
ふ

都
つ

合
ごう

に感
かん

じたり不
ふ

満
まん

に思
おも

ったこ

とについてみると、「福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

したことがない」が 59.2 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

い

で、「不
ふ

都
つ

合
ごう

や不
ふ

満
まん

を感
かん

じたことはない」が 21.9 %
ぱーせんと

、「不
ふ

都
つ

合
ごう

や不
ふ

満
まん

を感
かん

じたことがある」

が 12.8 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

したことがない」が高
たか

く、20～

29歳
さい

では 77.8 %
ぱーせんと

、30～39歳
さい

では 51.9 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 67.3 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 43.3

%
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では 67.0 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 54.9 %
ぱーせんと

となっています。 
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11．不
ふ

都
つ

合
ごう

に感
かん

じたり、不
ふ

満
まん

に思
おも

った理
り

由
ゆう

 

不
ふ

都
つ

合
ごう

に感
かん

じたり、不
ふ

満
まん

に思
おも

った理
り

由
ゆう

についてみると、「利用
り よ う

したいサービス
さ ー び す

が利用
り よ う

できな

かった」が 30.3 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「どこに利
り

用
よう

を申
もう

し込
こ

めばいいのかわからなか

った」、「利
り

用
よう

手
て

続
つづ

きが煩
はん

雑
ざつ

だった」がそれぞれ 25.8 %
ぱーせんと

、「複数
ふくすう

の窓口
まどぐち

にわたり面倒
めんどう

だっ

た」が 24.2 %
ぱーせんと

、「サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の内
ない

容
よう

が分
わ

かりにくかった」が 21.2 %
ぱーせんと

、「窓
まど

口
ぐち

の対
たい

応
おう

が悪
わる

か

った」が 19.7 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

では「サービス
さ ー び す

内容
ないよう

に満足
まんぞく

できなかった」が 50.0 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、

30～39歳
さい

では「どこに利
り

用
よう

を申
もう

し込
こ

めばいいのかわからなかった」と「窓
まど

口
ぐち

の対
たい

応
おう

が悪
わる

かった」

が 28.6 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、40～49歳
さい

では「利用
り よ う

したいサービス
さ ー び す

が利
り

用
よう

できなかった」が 31.3 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、50～59歳
さい

では「利
り

用
よう

手
て

続
つづ

きが煩
はん

雑
ざつ

だった」と「サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の内
ない

容
よう

が分
わ

かりにくかった」

が 52.9 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、60～69歳
さい

では「窓
まど

口
ぐち

の対
たい

応
おう

が悪
わる

かった」が 36.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、

70歳
さい

以上
いじょう

では「利用
り よ う

したいサービス
さ ー び す

が利用
り よ う

できなかった」と「複数
ふくすう

の窓口
まどぐち

にわたり面倒
めんどう

だった」が

30.8 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　

調

査

数

ど

こ

に

利

用

を

申

し

込

め

ば

い

い

の

か

わ

か

ら

な

か

っ

た

利

用

手

続

き

が

煩

雑

だ

っ

た

複

数

の

窓

口

に

わ

た

り

面

倒

だ

っ

た

窓

口

の

対

応

が

悪

か

っ

た サ

ー

ビ

ス

の

内

容

が

分

か

り

に

く

か

っ

た

ど

の

サ

ー

ビ

ス

が

利

用

で

き

る

の

か

わ

か

ら

ず

、

選

び

に

く

か

っ

た

利

用

し

た

い

サ

ー

ビ

ス

が

利

用

で

き

な

か

っ

た

サ

ー

ビ

ス

内

容

に

満

足

で

き

な

か

っ

た

サ

ー

ビ

ス

申

し

込

み

等

の

際

に

多

く

の

個

人

情

報

を

提

出

す

る

こ

と

そ

の

他

　

無

回

答

　調査数 66 17 17 16 13 14 12 20 8 10 6 3

 100.0 25.8 25.8 24.2 19.7 21.2 18.2 30.3 12.1 15.2 9.1 4.5

20～29歳 2      -      -      -      -      -      -      - 1      -      - 1

 100.0      -      -      -      -      -      -      - 50.0      -      - 50.0

30～39歳 7 2 1 1 2 1      - 1 1 1 3      -

 100.0 28.6 14.3 14.3 28.6 14.3      - 14.3 14.3 14.3 42.9      -

40～49歳 16 3 4 4 2 2 4 5 1 1 2      -

 100.0 18.8 25.0 25.0 12.5 12.5 25.0 31.3 6.3 6.3 12.5      -

50～59歳 17 7 9 4 3 9 5 7 2 4      -      -

 100.0 41.2 52.9 23.5 17.6 52.9 29.4 41.2 11.8 23.5      -      -

60～69歳 11 2 2 3 4 1 1 3 1 2      -      -

 100.0 18.2 18.2 27.3 36.4 9.1 9.1 27.3 9.1 18.2      -      -

70歳以上 13 3 1 4 2 1 2 4 2 2 1 2

 100.0 23.1 7.7 30.8 15.4 7.7 15.4 30.8 15.4 15.4 7.7 15.4

　無回答      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -
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12．民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

の認知度
に ん ち ど

 

地域
ち い き

の民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

の認知度
に ん ち ど

についてみると、「誰
だれ

が担当
たんとう

なのかわからない」が 48.0

%
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「顔
かお

も名
な

前
まえ

も知
し

っている」が 22.9 %
ぱーせんと

、「顔
かお

はわからないが、

名
な

前
まえ

は知
し

っている」が 12.2 %
ぱーせんと

、「民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

の制度
せ い ど

自体
じ た い

を知
し

らない」が 10.5 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

では「民
みん

生
せい

委
い

員
いん

・児
じ

童
どう

委
い

員
いん

の制
せい

度
ど

自
じ

体
たい

を知
し

らない」が 51.9 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

、60～69歳
さい

では「誰
だれ

が担当
たんとう

なのかわからない」がそれ

ぞれ 61.5 %
ぱーせんと

、55.8 %
ぱーせんと

、70.1 %
ぱーせんと

、52.6 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、70歳
さい

以上
いじょう

では「顔
かお

も名
な

前
まえ

も知
し

っ

ている」が 35.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 
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13．コミュニティーソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ ー そ ー し ゃ る わ ー か ー

（ C S W
しーえすだぶりゅー

）の認知度
に ん ち ど

 

コミュニティーソーシャルワーカー
こ み ゅ に て ぃ ー そ ー し ゃ る わ ー か ー

（ C S W
しーえすだぶりゅー

）の認知度
に ん ち ど

についてみると、「まったく知
し

ら

ない」が 59.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「名
な

前
まえ

は聞
き

いたことがあるが、活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

らな

い」が 19.6 %
ぱーせんと

、「相談
そうだん

をしたことはないが、名前
な ま え

や活動
かつどう

内容
ないよう

を知
し

っている」が 8.7 %
ぱーせんと

、

「相談
そうだん

をしたことがある」が 1.9 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「まったく知
し

らない」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 81.5 %
ぱーせんと

、

30～39歳
さい

では 71.2 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 72.1 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 59.7 %
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では

60.8 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 44.5 %
ぱーせんと

となっています。 
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（２）ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

について 

 

１．ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

への参加
さ ん か

の有無
う む

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

への参加
さ ん か

の有無
う む

についてみると、「参加
さ ん か

したことがない」が 77.1 %
ぱーせんと

と

最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「現在
げんざい

は参加
さ ん か

していないが、過去
か こ

に参加
さ ん か

したことがある」が 13.6 %
ぱーせんと

、

「現在
げんざい

参加
さ ん か

している」が 6.2 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「参加
さ ん か

したことがない」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 85.2 %
ぱーせんと

、

30～39歳
さい

では 86.5 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 86.5 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 71.6 %
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では

75.3 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 70.1 %
ぱーせんと

となっています。 
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２．ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したことがない理由
り ゆ う

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したことがない理由
り ゆ う

をみると、「仕
し

事
ごと

や家
か

事
じ

で忙
いそが

しい（時間
じ か ん

がな

い）から」が 44.3 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「きっかけがないから」が 33.8 %
ぱーせんと

、「活
かつ

動
どう

団
だん

体
たい

を知
し

らないから」が 24.9 %
ぱーせんと

、「高齢
こうれい

や健康上
けんこうじょう

の問題
もんだい

があるから」が 21.7 %
ぱーせんと

、「一緒
いっしょ

に活動
かつどう

する仲間
な か ま

がいないから」が 13.4 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、30～39歳
さい

、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

では「仕
し

事
ごと

や家
か

事
じ

で忙
いそが

しい（時間
じ か ん

がない）から」がそれぞれ 56.5 %
ぱーせんと

、46.7 %
ぱーせんと

、62.2 %
ぱーせんと

、75.0 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、60～69

歳
さい

では「きっかけがないから」が 39.7 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、70歳
さい

以
い

上
じょう

では「高齢
こうれい

や健康上
けんこうじょう

の問題
もんだい

が

あるから」が 53.0 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　

調

査

数

一

緒

に

活

動

す

る

仲

間

が

い

な

い

か

ら

仕

事

や

家

事

で

忙

し

い

（

時

間

が

な

い

）

か

ら

家

族

な

ど

の

周

囲

の

協

力

が

得

ら

れ

な

い

か

ら

身

近

に

活

動

の

場

が

な

い

か

ら

や

り

た

い

活

動

が

な

い

か

ら

他

人

の

こ

と

に

関

わ

り

た

く

な

い

か

ら

活

動

団

体

を

知

ら

な

い

か

ら

高

齢

や

健

康

上

の

問

題

が

あ

る

か

ら

興

味

が

な

い

か

ら

き

っ

か

け

が

な

い

か

ら

そ

の

他

　

無

回

答

　調査数 397 53 176 5 39 28 13 99 86 37 134 14 8

 100.0 13.4 44.3 1.3 9.8 7.1 3.3 24.9 21.7 9.3 33.8 3.5 2.0

20～29歳 23 4 13      - 3 3      - 4      - 5 8      - 1

 100.0 17.4 56.5      - 13.0 13.0      - 17.4      - 21.7 34.8      - 4.3

30～39歳 45 2 21      - 2 3 3 11 3 9 18 1      -

 100.0 4.4 46.7      - 4.4 6.7 6.7 24.4 6.7 20.0 40.0 2.2      -

40～49歳 90 19 56 1 10 12 3 30 3 10 31 3 1

 100.0 21.1 62.2 1.1 11.1 13.3 3.3 33.3 3.3 11.1 34.4 3.3 1.1

50～59歳 48 3 36      - 1      - 1 7 2 5 14 3      -

 100.0 6.3 75.0      - 2.1      - 2.1 14.6 4.2 10.4 29.2 6.3      -

60～69歳 73 10 28 4 6 4 3 21 15 2 29      - 1

 100.0 13.7 38.4 5.5 8.2 5.5 4.1 28.8 20.5 2.7 39.7      - 1.4

70歳以上 115 14 20      - 17 5 3 25 61 6 32 7 5

 100.0 12.2 17.4      - 14.8 4.3 2.6 21.7 53.0 5.2 27.8 6.1 4.3

　無回答 3 1 2      -      - 1      - 1 2      - 2      -      -

 100.0 33.3 66.7      -      - 33.3      - 33.3 66.7      - 66.7      -      -
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３．ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の内容
ないよう

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の内容
ないよう

についてみると、「子
こ

どもの健
けん

全
ぜん

育
いく

成
せい

を図
はか

る活
かつ

動
どう

」が 24.5 %
ぱーせんと

と

最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「保
ほ

健
けん

、医
い

療
りょう

または福
ふく

祉
し

の増
ぞう

進
しん

を図
はか

る活
かつ

動
どう

」が 20.6 %
ぱーせんと

、「環
かん

境
きょう

の保
ほ

全
ぜん

を図
はか

る活
かつ

動
どう

」が 18.6 %
ぱーせんと

、「学術
がくじゅつ

、文化
ぶ ん か

、芸術
げいじゅつ

又
また

はスポーツ
す ぽ ー つ

の振興
しんこう

を図
はか

る活
かつ

動
どう

」、「地域
ち い き

安全
あんぜん

活動
かつどう

」がそれぞれ 17.6 %
ぱーせんと

、「災害
さいがい

救援
きゅうえん

活動
かつどう

」が 16.7 %
ぱーせんと

となっています。 
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【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、70歳
さい

以上
いじょう

では「保健
ほ け ん

、医療
いりょう

または福祉
ふ く し

の増
ぞう

進
しん

を図
はか

る活
かつ

動
どう

」がそれ

ぞれ 50.0 %
ぱーせんと

、28.2 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

では「保健
ほ け ん

、医療
いりょう

または福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

を図
はか

る活
かつ

動
どう

」

と「環
かん

境
きょう

の保
ほ

全
ぜん

を図
はか

る活
かつ

動
どう

」が 33.3 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、40～49歳
さい

では「子
こ

どもの健
けん

全
ぜん

育
いく

成
せい

を図
はか

る

活
かつ

動
どう

」が 38.5 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、50～59歳
さい

では「子
こ

どもの健
けん

全
ぜん

育
いく

成
せい

を図
はか

る活
かつ

動
どう

」と「学術
がくじゅつ

、文化
ぶ ん か

、

芸術
げいじゅつ

又
また

はスポーツ
す ぽ ー つ

の振興
しんこう

を図
はか

る活
かつ

動
どう

」が 38.9 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、60～69歳
さい

では「地域
ち い き

安全
あんぜん

活動
かつどう

」

が 28.6 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　

調

査

数

保

健

、

医

療

ま

た

は

福

祉

の

増

進

を

図

る

活

動

社

会

教

育

の

推

進

を

図

る

活

動

ま

ち

づ

く

り

の

推

進

を

図

る

運

動

観

光

の

振

興

を

図

る

活

動 農

山

漁

村

又

は

中

山

間

地

域

の

振

興

を

図

る

活

動 学

術

、

文

化

、

芸

術

又

は

ス

ポ

ー

ツ

の

振

興

を

図

る

活

動

災

害

救

援

活

動

環

境

の

保

全

を

図

る

活

動 地

域

安

全

活

動

人

権

の

擁

護

又

は

平

和

の

推

進

を

図

る

活

動

　調査数 102 21 10 11      - 2 18 17 19 18 4

 100.0 20.6 9.8 10.8      - 2.0 17.6 16.7 18.6 17.6 3.9

20～29歳 4 2 1      -      - 1      - 1      -      -      -

 100.0 50.0 25.0      -      - 25.0      - 25.0      -      -      -

30～39歳 6 2      -      -      -      -      - 1 2 1      -

 100.0 33.3      -      -      -      -      - 16.7 33.3 16.7      -

40～49歳 13 1 1      -      -      - 3 3 3      -      -

 100.0 7.7 7.7      -      -      - 23.1 23.1 23.1      -      -

50～59歳 18 2      -      -      - 1 7 2 2 2      -

 100.0 11.1      -      -      - 5.6 38.9 11.1 11.1 11.1      -

60～69歳 21 3 3 4      -      - 3 4 4 6      -

 100.0 14.3 14.3 19.0      -      - 14.3 19.0 19.0 28.6      -

70歳以上 39 11 5 7      -      - 5 6 8 9 4

 100.0 28.2 12.8 17.9      -      - 12.8 15.4 20.5 23.1 10.3

　無回答 1      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

 100.0      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

 　

調

査

数

国

際

協

力

の

活

動

男

女

共

同

参

画

社

会

の

形

成

の

促

進

を

図

る

活

動 子

ど

も

の

健

全

育

成

を

図

る

活

動

情

報

化

社

会

の

発

展

を

図

る

活

動

科

学

技

術

の

振

興

を

図

る

活

動

経

済

活

動

の

活

性

化

を

図

る

活

動

職

業

能

力

の

開

発

又

は

雇

用

機

会

の

拡

充

を

支

援

す

る

活

動

消

費

者

の

保

護

を

図

る

活

動

こ

れ

ら

の

団

体

の

運

営

又

は

活

動

に

関

す

る

連

絡

、

助

言

又

は

援

助

の

活

動

そ

の

他

　

無

回

答

　調査数 102 1 3 25      - 1 1 1      - 5 5 6

 100.0 1.0 2.9 24.5      - 1.0 1.0 1.0      - 4.9 4.9 5.9

20～29歳 4      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - 1

 100.0      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - 25.0

30～39歳 6      -      - 1      -      - 1      -      -      - 1      -

 100.0      -      - 16.7      -      - 16.7      -      -      - 16.7      -

40～49歳 13 1      - 5      -      -      -      -      -      - 1 1

 100.0 7.7      - 38.5      -      -      -      -      -      - 7.7 7.7

50～59歳 18      -      - 7      - 1      - 1      - 1      -      -

 100.0      -      - 38.9      - 5.6      - 5.6      - 5.6      -      -

60～69歳 21      - 2 5      -      -      -      -      -      - 3 1

 100.0      - 9.5 23.8      -      -      -      -      -      - 14.3 4.8

70歳以上 39      - 1 7      -      -      -      -      - 3      - 3

 100.0      - 2.6 17.9      -      -      -      -      - 7.7      - 7.7

　無回答 1      -      -      -      -      -      -      -      - 1      -      -

 100.0      -      -      -      -      -      -      -      - 100.0      -      -
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４．今後
こ ん ご

、もしくはこれからもボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したい 

今後
こ ん ご

、もしくはこれからもボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したいかどうかについてみると、「参加
さ ん か

したくない・参加
さ ん か

できない」が 54.6 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「できれば参
さん

加
か

したい」が

34.2 %
ぱーせんと

、「参加
さ ん か

したい」が 5.8 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「参加
さ ん か

したくない・参加
さ ん か

できない」が高
たか

く、20～29歳
さい

で

は 70.4 %
ぱーせんと

、30～39歳
さい

では 55.8 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 54.8 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 49.3 %
ぱーせんと

、

60～69歳
さい

では 55.7 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 53.0 %
ぱーせんと

となっています。 
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５．ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の普及
ふきゅう

に必要
ひつよう

なこと 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の普及
ふきゅう

に必要
ひつよう

なことをみると、「さまざまなボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

団
だん

体
たい

や活
かつ

動
どう

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

の提
てい

供
きょう

を行
おこな

うこと」が 42.5 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の拠点
きょてん

となる場所
ば し ょ

を整備
せ い び

・提供
ていきょう

すること」が 26.4 %
ぱーせんと

、「ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

活
かつ

動
どう

に関
かん

して広
ひろ

く学
がく

習
しゅう

の

機
き

会
かい

（学校
がっこう

教育
きょういく

や市民
し み ん

講座
こ う ざ

等
など

）をつくること」が 26.2 %
ぱーせんと

、「ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

について

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

（研修
けんしゅう

やシンポジウム
し ん ぽ じ う む

）を行
おこな

うこと」が 25.8 %
ぱーせんと

、「ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

にかか

る資金
し き ん

の援
えん

助
じょ

を行
おこな

うこと」が 23.7 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

では「企業
きぎょう

や地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

などがボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

休暇
きゅうか

を認
みと

め、啓発
けいはつ

する

などの配慮
はいりょ

をすること」が 37.0 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

、60～69歳
さい

、

70歳
さい

以上
いじょう

では「さまざまなボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

や活
かつ

動
どう

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

の提
てい

供
きょう

を行
おこな

うこと」がそれぞ

れ 53.8 %
ぱーせんと

、48.1 %
ぱーせんと

、38.8 %
ぱーせんと

、51.5 %
ぱーせんと

、34.8 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　

調

査

数

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

に

つ

い

て

の

普

及

啓

発

（

研

修

や

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

）

を

行

う

こ

と

企

業

や

地

方

自

治

体

な

ど

が

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

休

暇

を

認

め

、

啓

発

す

る

な

ど

の

配

慮

を

す

る

こ

と

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

に

関

し

て

広

く

学

習

の

機

会

（

学

校

教

育

や

市

民

講

座

等

）

を

つ

く

る

こ

と

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

の

拠

点

と

な

る

場

所

を

整

備

・

提

供

す

る

こ

と

さ

ま

ざ

ま

な

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

団

体

や

活

動

に

関

す

る

情

報

の

提

供

を

行

う

こ

と

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

内

容

別

の

教

室

・

講

習

会

を

開

催

す

る

こ

と

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

分

野

ご

と

の

横

の

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

づ

く

り

や

交

流

を

行

う

こ

と

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

に

か

か

る

資

金

の

援

助

を

行

う

こ

と

そ

の

他

　

無

回

答

　調査数 515 133 117 135 136 219 80 77 122 18 96

 100.0 25.8 22.7 26.2 26.4 42.5 15.5 15.0 23.7 3.5 18.6

20～29歳 27 5 10 3 5 8 1 4 5 1 4

 100.0 18.5 37.0 11.1 18.5 29.6 3.7 14.8 18.5 3.7 14.8

30～39歳 52 9 19 21 14 28 12 10 14 2 2

 100.0 17.3 36.5 40.4 26.9 53.8 23.1 19.2 26.9 3.8 3.8

40～49歳 104 28 27 33 29 50 20 22 32 5 10

 100.0 26.9 26.0 31.7 27.9 48.1 19.2 21.2 30.8 4.8 9.6

50～59歳 67 18 24 17 20 26 9 10 17 3 6

 100.0 26.9 35.8 25.4 29.9 38.8 13.4 14.9 25.4 4.5 9.0

60～69歳 97 29 19 31 29 50 19 13 20 2 19

 100.0 29.9 19.6 32.0 29.9 51.5 19.6 13.4 20.6 2.1 19.6

70歳以上 164 43 17 29 37 57 18 18 33 5 55

 100.0 26.2 10.4 17.7 22.6 34.8 11.0 11.0 20.1 3.0 33.5

　無回答 4 1 1 1 2      - 1      - 1      -      -

 100.0 25.0 25.0 25.0 50.0      - 25.0      - 25.0      -      -
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（３）非常時
ひじょうじ

の対応
たいおう

について 

 

１．四條畷
しじょうなわて

市
し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

（なわて災
さい

害
がい

時
じ

地
ち

域
いき

支
ささ

えあい制
せい

度
ど

）の認知度
に ん ち ど

 

四條畷
しじょうなわて

市
し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

の認知度
に ん ち ど

についてみると、「知
し

らない」が 82.7 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「知
し

っている」が 9.5 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「知
し

らない」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 92.6 %
ぱーせんと

、30～

39歳
さい

では 96.2 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 89.4 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 89.6 %
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では 80.4

%
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 72.0 %
ぱーせんと

となっています。 
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２．自力
じ り き

避難
ひ な ん

が困難
こんなん

で支援
し え ん

を必要
ひつよう

としている人
ひと

の割合
わりあい

 

自
じ

身
しん

も含
ふく

め
め

、現
げん

在
ざい

一
いっ

緒
しょ

に住
す

んでいるご家
か

族
ぞく

の中
なか

に、自力
じ り き

避難
ひ な ん

が困難
こんなん

で支援
し え ん

が必要
ひつよう

な高齢者
こうれいしゃ

や

障
しょう

がい者
しゃ

等
など

がいる人
ひと

についてみると、「いいえ」が 82.3 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「はい」

が 11.3 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年
ねん

代
だい

別
べつ

でみると、すべてのカ
か

テ
て

ゴ
ご

リ
り

ー
ー

で「いいえ」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 92.6 %
ぱーせんと

、30～39

歳
さい

では86.5 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では94.2 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では85.1 %
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では79.4 %
ぱーせんと

、

70歳
さい

以上
いじょう

では 73.2 %
ぱーせんと

となっています。 
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３．地域
ち い き

における個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の把握
は あ く

 

災
さい

害
がい

に備
そな

えた地
ち

域
いき

における個
こ

人
じん

情
じょう

報
ほう

の把
は

握
あく

についてみると、「災害
さいがい

があったときに効
こう

率
りつ

よ

く救
きゅう

助
じょ

できるように、行政
ぎょうせい

、自治会
じ ち か い

、民生
みんせい

委員
い い ん

等
など

に情
じょう

報
ほう

を知
し

ってほしい」が 55.9 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「行
ぎょう

政
せい

や関
かん

係
けい

機
き

関
かん

だけで把握
は あ く

すべきであり、自
じ

治
ち

会
かい

や民
みん

生
せい

委
い

員
いん

に知
し

られた

くない」が 24.5 %
ぱーせんと

、「個人
こ じ ん

の情報
じょうほう

なのでどこにも知
し

られたくない」が 6.4 %
ぱーせんと

となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

では「行政
ぎょうせい

や関係
かんけい

機関
き か ん

だけで把握
は あ く

すべきであり、自
じ

治
ち

会
かい

や民
みん

生
せい

委
い

員
いん

に知
し

られたくない」が 48.1 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

、60～69歳
さい

、

70歳
さい

以上
いじょう

では「災害
さいがい

があったときに効
こう

率
りつ

よく救
きゅう

助
じょ

できるように、行政
ぎょうせい

、自治会
じ ち か い

、民
みん

生
せい

委
い

員
いん

等
など

に情
じょう

報
ほう

を知
し

ってほしい」がそれぞれ 48.1 %
ぱーせんと

、54.8 %
ぱーせんと

、50.7 %
ぱーせんと

、58.8 %
ぱーせんと

、62.8 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 
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（４）各種
かくしゅ

制度
せ い ど

について 

 

１．成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の認知度
に ん ち ど

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の認知度
に ん ち ど

についてみると、「詳
くわ

しくはわからないが、概
がい

要
よう

程
てい

度
ど

は知
し

っている」が

32.8 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「名
な 

前
まえ

を聞
き

いたことがある程
てい

度
ど

」が 28.7 %
ぱーせんと

、「名
な

前
まえ

も聞
き

い

たことがない」が 27.6 %
ぱーせんと

、「内
ない

容
よう

などをよく知
し

っている」が 6.6 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

  

 年
ねん

代
だい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

では「名
な

前
まえ

も聞
き

いたことがない」が 48.1 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～

39歳
さい

では「名前
な ま え

を聞いたことがある程
てい

度
ど

」と「名
な

前
まえ

も聞
き

いたことがない」が 34.6 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、

40～49歳
さい

、50～59歳
さい

では「名
な

前
まえ

を聞
き

いたことがある程
てい

度
ど

」がそれぞれ 32.7 %
ぱーせんと

、38.8 %
ぱーせんと

と最
もっと

も
も

高
たか

く
く

、60～69歳
さい

、70歳
さい

以
い

上
じょう

では「詳
くわ

しくはわからないが、概
がい

要
よう

程
てい

度
ど

は知
し

っている」がそれぞれ

36.1 %
ぱーせんと

、41.5 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 
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２．市民
し み ん

後見人
こうけんにん

制度
せ い ど

の認知度
に ん ち ど

 

市民
しみん

後見人
こうけんにん

制度
せいど

の認知度
に ん ち ど

についてみると、「名
な

前
まえ

も聞
き

いたことがない」が 60.6 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「名
な

前
まえ

を聞
き

いたことがある程
てい

度
ど

」が 19.0 %
ぱーせんと

、「詳
くわ

しくはわからないが、概
がい

要
よう

程
てい

度
ど

は知
し

っている」が 13.8 %
ぱーせんと

、「内容
ないよう

などをよく知
し

っている」が 2.1 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「名
な

前
まえ

も聞
き

いたことがない」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 74.1

%
ぱーせんと

、30～39歳
さい

では 73.1 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 72.1 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 59.7 %
ぱーせんと

、60～69

歳
さい

では 63.9 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 46.3 %
ぱーせんと

となっています。 
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３．市民
し み ん

後見人
こうけんにん

制度
せ い ど

への興味度
きょうみど

 

市民
し み ん

後見人
こうけんにん

制度
せ い ど

への興味度
きょうみど

についてみると、「どちらかというと興味
きょうみ

がない」が 42.7 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「興
きょう

味
み

はない」が 37.9 %
ぱーせんと

、「どちらかというと興味
きょうみ

がある」が

10.9 %
ぱーせんと

、「興味
きょうみ

がある」が 3.3 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、40～49歳
さい

では「興味
きょうみ

はない」がそれぞれ 48.1 %
ぱーせんと

、46.2 %
ぱーせんと

と

最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

、50～59歳
さい

、60～69歳
さい

、70歳
さい

以上
いじょう

では「どちらかというと興味
きょうみ

がない」が

それぞれ 46.2 %
ぱーせんと

、44.8 %
ぱーせんと

、53.6 %
ぱーせんと

、37.8 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 
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４．自身
じ し ん

が市民
し み ん

後見人
こうけんにん

になりたい 

市民
し み ん

後見人
こうけんにん

になりたいかどうかについてみると、「なりたいと思
おも

わない」が 67.1 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「なりたいと思
おも

う」が 26.0 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「なりたいと思
おも

わない」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 66.7 %
ぱーせんと

、

30～39歳
さい

では 66.7 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 57.1 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 72.7 %
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では

77.8 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 65.4 %
ぱーせんと

となっています。 
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（５）地域
ち い き

の団体
だんたい

について 

 

１．四條畷
しじょうなわて

市
し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の認知度
に ん ち ど

 

四條畷
しじょうなわて

市
し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の認知度
に ん ち ど

をみると、「名
な

前
まえ

は聞
き

いたことがあるが、活動
かつどう

内容
ないよう

は知
し

ら

ない」が 40.0 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「名
な

前
まえ

も活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

もよく知
し

らない」が 28.0 %
ぱーせんと

、

「かかわりをもったことはないが、名
な

前
まえ

と活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

は知
し

っている」が 13.2 %
ぱーせんと

、「サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

するなど、かかわりを持
も

ったことがある」が 7.8 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、40～49歳
さい

では「名
な

前
まえ

も活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

もよく知
し

らない」がそれぞれ 66.7

%
ぱーせんと

、41.3 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

、50～59歳
さい

、60～69歳
さい

、70歳
さい

以
い

上
じょう

では「名
な

前
まえ

は聞
き

い

たことがあるが、活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

は知
し

らない」がそれぞれ 44.2 %
ぱーせんと

、53.7 %
ぱーせんと

、36.1 %
ぱーせんと

、42.7 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 
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２．障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の認知度
に ん ち ど

 

障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の認知度
に ん ち ど

についてみると、「まったく知
し

らない」が 39.0 %
ぱーせんと

と

最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「名
な

前
まえ

は聞
き

いたことがあるが、活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

らない」が 33.4 %
ぱーせんと

、「相談
そうだん

をしたことはないが、名
な

前
まえ

や活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

っている」が 15.9 %
ぱーせんと

、「相談
そうだん

をしたことがある」

が 2.3 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、30～39歳
さい

では「名
な

前
まえ

は聞
き

いたことがあるが、活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

らない」

がそれぞれ 48.1 %
ぱーせんと

、40.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

、60～69歳
さい

、70歳
さい

以
い

上
じょう

で

は「まったく知
し

らない」がそれぞれ 46.2 %
ぱーせんと

、46.3 %
ぱーせんと

、42.3 %
ぱーせんと

、29.9 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く

なっています。 
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３．地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の認知度
に ん ち ど

 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の認知度
に ん ち ど

についてみると、「まったく知
し

らない」が 37.9 %
ぱーせんと

と最
もっと

も

高
たか

く、次
つ

いで、「名
な

前
まえ

は聞
き

いたことがあるが、活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

らない」が 25.0 %
ぱーせんと

、「相談
そうだん

を

したことはないが、名
な

前
まえ

や活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

っている」が 19.6 %
ぱーせんと

、「相談
そうだん

をしたことがある」

が 8.9 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「まったく知
し

らない」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 51.9 %
ぱーせんと

、

30～39歳
さい

では 55.8 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 48.1 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 40.3 %
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では

32.0 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 26.8 %
ぱーせんと

となっています。 
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４．子
こ

育
そだ

て総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

の認
にん

知
ち

度
ど

 

子
こ

育
そだ

て総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

の認
にん

知
ち

度
ど

についてみると、「まったく知
し

らない」が 35.1 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「名
な

前
まえ

は聞
き

いたことがあるが、活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

らない」が 31.1 %
ぱーせんと

、「相談
そうだん

を

したことはないが、名
な

前
まえ

や活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

っている」が 20.2 %
ぱーせんと

、「相談
そうだん

をしたことがある」

が 3.5 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

、70歳
さい

以
い

上
じょう

では「まったく知
し

らない」がそ

れぞれ 44.4 %
ぱーせんと

、35.6 %
ぱーせんと

、46.3 %
ぱーせんと

、35.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

では「相談
そうだん

をした

ことはないが、名
な

前
まえ

や活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

っている」が 28.8 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、60～69歳
さい

では「名
な

前
まえ

は

聞
き

いたことがあるが、活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

らない」が 45.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 
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５．児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の認知度
に ん ち ど

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の認知度
に ん ち ど

についてみると、「まったく知
し

らない」が 46.2 %
ぱーせんと

と最
もっと

も

高
たか

く、次
つ

い
い

で
で

、「名
な

前
まえ

は聞
き

いたことがあるが、活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

らない」が 27.2 %
ぱーせんと

、「相談
そうだん

を

したことはないが、名
な

前
まえ

や活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

を知
し

っている」が 14.4 %
ぱーせんと

、「相談
そうだん

をしたことがある」

が 2.5 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「まったく知
し

らない」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 59.3 %
ぱーせんと

、

30～39歳
さい

では 40.4 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では 50.0 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では 56.7 %
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では

48.5 %
ぱーせんと

、70歳
さい

以上
いじょう

では 39.0 %
ぱーせんと

となっています。 
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（６）相談
そうだん

の方法
ほうほう

・情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

について 

 

１．こころの問題
もんだい

の相談
そうだん

方法
ほうほう

 

こころの問
もん

題
だい

の相
そう

談
だん

方
ほう

法
ほう

としてどのようなものが求
もと

められているかについてみると、「専門
せんもん

の電話
で ん わ

相談
そうだん

」が 34.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「病院
びょういん

などの医療
いりょう

機関
き か ん

」が 29.5 %
ぱーせんと

、「夜間
や か ん

、

休日
きゅうじつ

でも対応
たいおう

できる窓口
まどぐち

」が 22.7 %
ぱーせんと

、「面接
めんせつ

による専門
せんもん

の相談
そうだん

日
び

」が 19.2 %
ぱーせんと

となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

では「夜間
や か ん

、休日
きゅうじつ

でも対応
たいおう

できる窓
まど

口
ぐち

」が 40.7 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、

30～39歳
さい

、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

、60～69歳
さい

、70歳
さい

以上
いじょう

では「専門
せんもん

の電話
で ん わ

相談
そうだん

」がそれぞれ 28.8

%
ぱーせんと

、42.3 %
ぱーせんと

、32.8 %
ぱーせんと

、39.2 %
ぱーせんと

、30.5 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　

調

査

数

専

門

の

電

話

相

談

面

接

に

よ

る

専

門

の

相

談

日

夜

間

、

休

日

で

も

対

応

で

き

る

窓

口

病

院

な

ど

の

医

療

機

関

そ

の

他

特

に

な

い

　

無

回

答

　調査数 515 177 99 117 152 8 134 17

 100.0 34.4 19.2 22.7 29.5 1.6 26.0 3.3

20～29歳 27 8 2 11 7      - 6      -

 100.0 29.6 7.4 40.7 25.9      - 22.2      -

30～39歳 52 15 7 14 14      - 14 2

 100.0 28.8 13.5 26.9 26.9      - 26.9 3.8

40～49歳 104 44 24 34 38 2 19 2

 100.0 42.3 23.1 32.7 36.5 1.9 18.3 1.9

50～59歳 67 22 16 17 17 1 19 1

 100.0 32.8 23.9 25.4 25.4 1.5 28.4 1.5

60～69歳 97 38 21 15 25 3 29 2

 100.0 39.2 21.6 15.5 25.8 3.1 29.9 2.1

70歳以上 164 50 29 25 49 2 46 10

 100.0 30.5 17.7 15.2 29.9 1.2 28.0 6.1

　無回答 4      -      - 1 2      - 1      -

 100.0      -      - 25.0 50.0      - 25.0      -
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２．身
み

近
ぢか

な人
ひと

の「うつ病
びょう

のサ
さ

イ
い

ン
ん

」に気
き

付
づ

い
い

た
た

とき 

自身
じ し ん

の家族
か ぞ く

など身近
み ぢ か

な人
ひと

の「うつ病
びょう

のサイン
さ い ん

」に気
き

付
づ

いたとき専
せん

門
もん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

に相談
そうだん

を勧
すす

め

るかについてみると、「勧
すす

める」が 72.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「勧
すす

めない」が 1.9 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、すべてのカテゴリー
か て ご り ー

で「勧
すす

める」が高
たか

く、20～29歳
さい

では 77.8 %
ぱーせんと

、30～39

歳
さい

では75.0 %
ぱーせんと

、40～49歳
さい

では71.2 %
ぱーせんと

、50～59歳
さい

では73.1 %
ぱーせんと

、60～69歳
さい

では70.1 %
ぱーせんと

、

70歳
さい

以上
いじょう

では 72.0 %
ぱーせんと

となっています。 
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３．利用
り よ う

したい専門
せんもん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

自
じ

分
ぶん

自
じ

身
しん

の「うつ病
びょう

のサ
さ

イ
い

ン
ん

」に気
き

付
づ

いたときにどの相談
そうだん

窓口
まどぐち

を利用
り よ う

したいと思
おも

うかにつ

いてみると、「精神科
せいしんか

や心療
しんりょう

内科
な い か

等
とう

の医療
いりょう

機関
き か ん

」が 49.7 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「かか

りつけの医
い

療
りょう

機
き

関
かん

（精
せい

神
しん

科
か

や心
しん

療
りょう

内
ない

科
か

等
とう

を除
のぞ

く）」が 31.8 %
ぱーせんと

、「保健所
ほけんじょ

等公的
とうこうてき

機関
き か ん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」が 12.2 %
ぱーせんと

、「いのちの電話
で ん わ

等
など

民間
みんかん

機関
き か ん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」が 8.7 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、30～39歳
さい

、40～49歳
さい

、50～59歳
さい

、60～69歳
さい

では「精神科
せいしんか

や心療
しんりょう

内科
な い か

等
とう

の医療
いりょう

機関
き か ん

」がそれぞれ 63.0 %
ぱーせんと

、55.8 %
ぱーせんと

、65.4 %
ぱーせんと

、58.2 %
ぱーせんと

、47.4 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、70歳
さい

以
い

上
じょう

では「かかりつけの医
い

療
りょう

機
き

関
かん

（精
せい

神
しん

科
か

や心
しん

療
りょう

内
ない

科
か

等
とう

を除
のぞ

く）」が 46.3 %
ぱーせんと

と

最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　

調

査

数

か

か

り

つ

け

の

医

療

機

関

（

精

神

科

や

心

療

内

科

等

を

除

く

）

精

神

科

や

心

療

内

科

等

の

医

療

機

関

保

健

所

等

公

的

機

関

の

相

談

窓

口

い

の

ち

の

電

話

等

民

間

機

関

の

相

談

窓

口

そ

の

他

何

も

利

用

し

な

い

　

無

回

答

　調査数 515 164 256 63 45 12 65 18

 100.0 31.8 49.7 12.2 8.7 2.3 12.6 3.5

20～29歳 27 6 17 2 4      - 2      -

 100.0 22.2 63.0 7.4 14.8      - 7.4      -

30～39歳 52 9 29 5 5      - 11      -

 100.0 17.3 55.8 9.6 9.6      - 21.2      -

40～49歳 104 23 68 14 13 2 15 1

 100.0 22.1 65.4 13.5 12.5 1.9 14.4 1.0

50～59歳 67 17 39 6 6 2 10 2

 100.0 25.4 58.2 9.0 9.0 3.0 14.9 3.0

60～69歳 97 31 46 16 7 2 16 2

 100.0 32.0 47.4 16.5 7.2 2.1 16.5 2.1

70歳以上 164 76 55 20 10 6 11 13

 100.0 46.3 33.5 12.2 6.1 3.7 6.7 7.9

　無回答 4 2 2      -      -      -      -      -

 100.0 50.0 50.0      -      -      -      -      -
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４．市
し

の福
ふく

祉
し

や保
ほ

健
けん

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

源
げん

の希
き

望
ぼう

先
さき

 

市
し

の福
ふく

祉
し

や保
ほ

健
けん

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

の、希
き

望
ぼう

する情
じょう

報
ほう

源
げん

についてみると、「市
し

の広報誌
こうほうし

や窓口
まどぐち

」

が 66.2 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「自治会
じ ち か い

の回覧板
かいらんばん

や掲示板
けいじばん

」が 46.0 %
ぱーせんと

、「地域
ち い き

情報誌
じょうほうし

」

が 32.0 %
ぱーせんと

、「インターネット
い ん た ー ね っ と

」が 21.4 %
ぱーせんと

、「福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

（民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

など）」が 21.2 %
ぱーせんと

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

では「インターネット
い ん た ー ね っ と

」が 48.1 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、30～39歳
さい

、40

～49歳
さい

、50～59歳
さい

、60～69歳
さい

、70歳
さい

以上
いじょう

では「市
し

の広報誌
こうほうし

や窓口
まどぐち

」がそれぞれ 59.6 %
ぱーせんと

、68.3

%
ぱーせんと

、82.1 %
ぱーせんと

、77.3 %
ぱーせんと

、59.1 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　

調

査

数

家

族

・

親

せ

き

知

人

・

友

人

福

祉

関

係

者

（

民

生

委

員

・

児

童

委

員

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

な

ど

）

地

域

情

報

誌

市

の

広

報

誌

や

窓

口

社

会

福

祉

協

議

会

の

広

報

誌

や

窓

口

各

種

研

修

会

や

講

座

各

社

会

福

祉

施

設

や

団

体 自

治

会

の

回

覧

板

や

掲

示

板

テ

レ

ビ

・

ラ

ジ

オ

・

新

聞 イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

そ

の

他

　

無

回

答

　調査数 515 66 60 109 165 341 66 19 17 237 54 110 2 30

 100.0 12.8 11.7 21.2 32.0 66.2 12.8 3.7 3.3 46.0 10.5 21.4 0.4 5.8

20～29歳 27 7 1      - 12 11      -      -      - 5 4 13 1      -

 100.0 25.9 3.7      - 44.4 40.7      -      -      - 18.5 14.8 48.1 3.7      -

30～39歳 52 13 9 6 20 31 5 2 1 22 4 23      - 1

 100.0 25.0 17.3 11.5 38.5 59.6 9.6 3.8 1.9 42.3 7.7 44.2      - 1.9

40～49歳 104 18 13 15 39 71 9 8 4 43 11 32 1 1

 100.0 17.3 12.5 14.4 37.5 68.3 8.7 7.7 3.8 41.3 10.6 30.8 1.0 1.0

50～59歳 67 7 8 9 18 55 6 2 1 37 6 19      - 3

 100.0 10.4 11.9 13.4 26.9 82.1 9.0 3.0 1.5 55.2 9.0 28.4      - 4.5

60～69歳 97 6 12 19 30 75 17 4 5 54 11 14      - 4

 100.0 6.2 12.4 19.6 30.9 77.3 17.5 4.1 5.2 55.7 11.3 14.4      - 4.1

70歳以上 164 14 17 59 45 97 29 3 6 75 18 7      - 20

 100.0 8.5 10.4 36.0 27.4 59.1 17.7 1.8 3.7 45.7 11.0 4.3      - 12.2

　無回答 4 1      - 1 1 1      -      -      - 1      - 2      - 1

 100.0 25.0      - 25.0 25.0 25.0      -      -      - 25.0      - 50.0      - 25.0
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５．福
ふく

祉
し

や健
けん

康
こう

について知
し

りたい情
じょう

報
ほう

の内
ない

容
よう

 

知
し

りたい情
じょう

報
ほう

、どのような情
じょう

報
ほう

を充
じゅう

実
じつ

してほしいかについてみると、「高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい

者
しゃ

についてのサービス
さ ー び す

の情報
じょうほう

」が 44.5 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで、「福
ふく

祉
し

や健
けん

康
こう

についての

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

方法
ほうほう

についての情報
じょうほう

」が 42.5 %
ぱーせんと

、「介護
か い ご

保険
ほ け ん

についての情報
じょうほう

」が 38.1 %
ぱーせんと

、

「健
けん

康
こう

づくりについてのサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の情
じょう

報
ほう

」が 34.2 %
ぱーせんと

、「介護
か い ご

保険
ほ け ん

や福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

のサービス
さ ー び す

内容
ないよう

についての提供
ていきょう

」が 32.6 %
ぱーせんと

となっています。 
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【年代
ねんだい

別
べつ

】 

 

 年代
ねんだい

別
べつ

でみると、20～29歳
さい

、30～39歳
さい

では「子
こ

育
そだ

てについてのサービス
さ ー び す

の情報
じょうほう

」がそれぞれ

33.3 %
ぱーせんと

、50.0 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、40～49歳
さい

、60～69歳
さい

では「福祉
ふ く し

や健康
けんこう

についてのサービス
さ ー び す

の利用
り よ う

方法
ほうほう

についての情報
じょうほう

」がそれぞれ 49.0 %
ぱーせんと

、54.6 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

く、50～59歳
さい

、70歳
さい

以
い

上
じょう

では「高
こう

齢
れい

者
しゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

についてのサービス
さ ー び す

の情報
じょうほう

」がそれぞれ 49.3 %
ぱーせんと

、50.0 %
ぱーせんと

と最
もっと

も高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　

調

査

数

健

康

づ

く

り

に

つ

い

て

の

サ

ー

ビ

ス

の

情

報

子

育

て

に

つ

い

て

の

サ

ー

ビ

ス

の

情

報

高

齢

者

や

障

が

い

者

に

つ

い

て

の

サ

ー

ビ

ス

の

情

報

福

祉

や

健

康

に

つ

い

て

の

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

方

法

に

つ

い

て

の

情

報

介

護

保

険

に

つ

い

て

の

情

報

介

護

保

険

や

福

祉

サ

ー

ビ

ス

提

供

事

業

者

の

サ

ー

ビ

ス

内

容

に

つ

い

て

の

提

供

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

や

N

P

O

 

な

ど

の

市

民

活

動

に

つ

い

て

の

情

報

健

康

づ

く

り

や

生

き

が

い

づ

く

り

の

た

め

の

学

習

機

会

（

講

座

や

教

室

）

に

つ

い

て

の

情

報

高

齢

者

や

障

が

い

者

が

生

活

し

や

す

い

住

宅

や

福

祉

機

器

に

つ

い

て

の

情

報

そ

の

他

特

に

な

い

　

無

回

答

　調査数 515 176 87 229 219 196 168 67 90 139 5 38 21

 100.0 34.2 16.9 44.5 42.5 38.1 32.6 13.0 17.5 27.0 1.0 7.4 4.1

20～29歳 27 8 9 1 6 3 3      - 1 1 1 8      -

 100.0 29.6 33.3 3.7 22.2 11.1 11.1      - 3.7 3.7 3.7 29.6      -

30～39歳 52 14 26 17 23 12 10 11 11 14      - 5 2

 100.0 26.9 50.0 32.7 44.2 23.1 19.2 21.2 21.2 26.9      - 9.6 3.8

40～49歳 104 38 33 44 51 45 35 23 22 34 1 5 3

 100.0 36.5 31.7 42.3 49.0 43.3 33.7 22.1 21.2 32.7 1.0 4.8 2.9

50～59歳 67 25 4 33 25 28 23 10 13 14 1 7 2

 100.0 37.3 6.0 49.3 37.3 41.8 34.3 14.9 19.4 20.9 1.5 10.4 3.0

60～69歳 97 43 10 51 53 42 36 13 20 28      - 3 1

 100.0 44.3 10.3 52.6 54.6 43.3 37.1 13.4 20.6 28.9      - 3.1 1.0

70歳以上 164 47 5 82 59 64 60 10 23 47 2 10 12

 100.0 28.7 3.0 50.0 36.0 39.0 36.6 6.1 14.0 28.7 1.2 6.1 7.3

　無回答 4 1      - 1 2 2 1      -      - 1      -      - 1

 100.0 25.0      - 25.0 50.0 50.0 25.0      -      - 25.0      -      - 25.0
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３．ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

からみた四條畷
しじょうなわて

市
し

の現状
げんじょう

 

 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

の実施
じ っ し

 

 本市
ほ ん し

所管
しょかん

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

を対象
たいしょう

とし、住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

状 況
じょうきょう

や地域
ち い き

福祉
ふ く し

に関
かん

する取組
とりくみ

状
じょう

況
きょう

等
など

を調査
ちょうさ

し、その結果
け っ か

を本計画
ほんけいかく

策定
さくてい

の基礎
き そ

資料
しりょう

としました。 

 

  

調査の趣旨 

 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

に第
だい

４期
き

四
し

條
じょう

畷
なわて

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

を策定
さくてい

するにあたり、住民
じゅうみん

と

の交流
こうりゅう

状 況
じょうきょう

や地域
ち い き

福祉
ふ く し

に関
かん

する取
とり

組
く

み状
じょう

況
きょう

等
とう

を調査
ちょうさ

し、今後
こ ん ご

の地域
ち い き

福祉
ふ く し

のあり方
かた

についての検討
けんとう

を行
おこな

うため。 

調査概要  

対 象
た い し ょ う

：本市
ほ ん し

所管
しょかん

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

９法人
ほうじん

 

      保
ほ

育
いく

所
しょ

、認定
にんてい

子
こ

ども園
えん

関係
かんけい

法人
ほうじん

３法人
ほうじん

 

      障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

関係
かんけい

法人
ほうじん

２法人
ほうじん

 

 介
かい

護
ご

関
かん

係
けい

法人
ほうじん

３法人
ほうじん

 

      社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

調査
ちょうさ

期間
き か ん

：平成
へいせい

30年
ねん

１月
がつ

15日
にち

（月
げつ

）～平
へい

成
せい

30年
ねん

１月
がつ

29日
にち

（月
げつ

） 

調査
ちょうさ

方法
ほうほう

：ヒアリングシート
ひ あ り ん ぐ し ー と

を配布
は い ふ

・回収
かいしゅう
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（１）地域
ち い き

における助
たす

け合
あ

いについて 

（地域
ち い き

（自治会
じ ち か い

）での見
み

守
まも

りや助
たす

け合
あ

いによる地
ち

域内
いきない

で問題
もんだい

解決
かいけつ

を図
はか

れる体
たい

制
せい

作
づく

りの推進
すいしん

など） 

 

保育
ほ い く

園
えん

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

・発信
はっしん

 ・民生
みんせい

児童
じ ど う

委員
い い ん

との定期的
ていきてき

な情報
じょうほう

共有
きょうゆう

。 

地域
ち い き

行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

 ・積極的
せっきょくてき

に地元
じ も と

自治会
じ ち か い

行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

し、異年令間
いねんれいかん

交流
こうりゅう

に取
と

り組
く

む。 

相談
そうだん

支援
し え ん

について 

・要支援
ようしえん

児童
じ ど う

の受
う

け入
い

れ見
み

守
まも

り支
し

援
えん

、その保護者
ほ ご し ゃ

の育児
い く じ

の悩
なや

みを受
う

け止
と

め寄
よ

り

添
そ

い相
そう

談
だん

に応
おう

じるなどを、地
ち

域
いき

向
む

け事
じ

業
ぎょう

、行事
ぎょうじ

開放
かいほう

、育児
い く じ

相談
そうだん

、保育
ほ い く

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、世代間
せだいかん

交流
こうりゅう

、子
こ

育
そだ

てサ
さ

ー
ー

ク
く

ル
る

の支援
し え ん

、一時
い ち じ

保育
ほ い く

等
とう

の中
なか

で実施
じ っ し

。 

・入園
にゅうえん

及び
お よ び

地域
ち い き

の乳幼児
にゅうようじ

のよりよい生活
せいかつ

と発達
はったつ

の為
ため

、社会
しゃかい

資源
し げ ん

としての保育
ほ い く

園
えん

の機能
き の う

を生
い

かし育
そだ

ちの支援
し え ん

をしている。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・フォーマル
ふ ぉ ー ま る

な機関
き か ん

との連携
れんけい

不足
ぶ そ く

。 

取
とり

組
くみ

事
じ

業
ぎょう

について

の理解
り か い

・認知
に ん ち

 

・支援
し え ん

が本当
ほんとう

に必要
ひつよう

な利用者
りようしゃ

に地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

していることが知
し

られて

いるかどうか利用者
りようしゃ

が少数
しょうすう

で限
かぎ

られている。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

現状
げんじょう

に対
たい

する変
へん

革
かく

 
・既存

き ぞ ん

の枠
わく

組
ぐ

みの実
じっ

効力
こうりょく

を高
たか

めるよう、意見
い け ん

提言
ていげん

を行
おこな

っていく。 

・園内
えんない

研修
けんしゅう

を通
とお

して保
ほ

育
いく

士
し

の意識
い し き

改革
かいかく

に取
と

り組
く

んでいる。 

地域
ち い き

活動
かつどう

について ・事業
じぎょう

報告
ほうこく

活動
かつどう

の工夫
く ふ う

。 

 

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

活動
かつどう

について ・関西
かんさい

電力
でんりょく

「かんでん見
み

守
まも

り隊
たい

」協 力
きょうりょく
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高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

 
・地域

ち い き

の行
ぎょう

事
じ

(商
しょう

工
こう

会
かい

まつり、市民
し み ん

の集
つど

い、清滝地車
きよたきだんじり

、畷
なわて

よっといでまつ

り等
とう

)参加
さ ん か

。 

保育
ほいく

園
えん

、施設
しせつ

等
とう

の

有効
ゆうこう

利用
りよう

 

・既存
き ぞ ん

の体制
たいせい

があり、必要
ひつよう

に応
おう

じ協働
きょうどう

。年末
ねんまつ

２日間
にちかん

、岡山
おかやま

自治会
じ ち か い

に年末
ねんまつ

警戒
けいかい

の活動
かつどう

拠点
きょてん

として施設
し せ つ

を開放
かいほう

。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 
・自治会

じ ち か い

、法人
ほうじん

、学校
がっこう

等
など

それぞれが防災
ぼうさい

等
とう

の課題
か だ い

検討
けんとう

をしているが、市
し

全体
ぜんたい

で

は共有
きょうゆう

できていない。 

取
とり

組
くみ

事
じ

業
ぎょう

について

の理解
り か い

・認知
に ん ち

 

・老人
ろうじん

福祉
ふ く し

の事業所
じぎょうしょ

も参加
さ ん か

している中
なか

で、このような取
と

り組
く

みに参加
さ ん か

してい

る意図
い と

について理解
り か い

いただく事
こと

が難
むずか

しい。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・全体
ぜんたい

として共有
きょうゆう

する機会
き か い

を持
も

ちたい。 

地域
ち い き

とのつながり 
・地域

ち い き

の方
かた

から気軽
き が る

に声
こえ

をかけていただける位
くらい

までに知名度
ち め い ど

をあげ、相談
そうだん

に

訪
おとず

れて頂
いただ

ける関係性
かんけいせい

を築
きず

きたい。 

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

・発信
はっしん

 
・複数

ふくすう

の地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

があつまり、課題
か だ い

を共有
きょうゆう

。 

・先進的
せんしんてき

な取
と

り組
く

みの周知
しゅうち

を図って
は か っ て

いる。 

地域
ち い き

活動
かつどう

について 
・小地域

しょうちいき

ネットワーク
ね っ と わ ー く

活動
かつどう

の推進
すいしん

による地域
ち い き

の繋
つな

がりを維持
い じ

、推進
すいしん

。 

・地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

の活動
かつどう

のしやすさを支援
し え ん

。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

地域
ち い き

とのつながり 

・協 力 者
きょうりょくしゃ

の高齢化
こうれいか

、後任者
こうにんしゃ

の育成
いくせい

。 

・一人
ひとり

暮
ぐ

らし又
また

は類
るい

する世
せ

帯
たい

で地域
ちいき

とのつながりが薄
うす

い方
かた

へのアプローチ
あ ぷ ろ ー ち

方法
ほうほう

。 

・地域
ち い き

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

の地形
ち け い

、人口
じんこう

、社会
しゃかい

資源
し げ ん

、歴史
れ き し

によって課題
か だ い

がまちまち。 

資金
し き ん

確保
か く ほ

 ・活発
かっぱつ

な地区
ち く

ほど資金難
しきんなん

になりがち。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

・発信
はっしん

 
・地域

ち い き

で共通
きょうつう

する課題
か だ い

については地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

などで取
と

り組
く

み

情報
じょうほう

や仕
し

組
く

みの共有
きょうゆう

を図
はか

る。 

取
とり

組
くみ

事
じ

業
ぎょう

について

の理解
り か い

・認知
に ん ち

 

・各地域
かくちいき

における活動
かつどう

の敷居
しきい

を下
さ

げるような雰
ふん

囲
い

気
き

作
づく

りで協 力 者
きょうりょくしゃ

を増
ふ

やす。 

・内外
ないがい

の取
と

り組
く

みの周知
しゅうち

による理解
り か い

の促進
そくしん

。 

資金
し き ん

確保
か く ほ

 ・公費
こ う ひ

助成
じょせい

財団
ざいだん

法人
ほうじん

などからの助成
じょせい

と自己
じ こ

財源
ざいげん

の獲得
かくとく

を進
すす

める。 
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（２）地域
ち い き

における交流
こうりゅう

活動
かつどう

の推進
すいしん

について（施設
し せ つ

と地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

など） 

 

保育
ほ い く

園
えん

 

 

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

とのつながり 
・「日曜

にちよう

市
いち

」にて花
はな

市
いち

、陶芸
とうげい

市
し

、バザー
ば ざ ー

、農家
の う か

さんの朝
あさ

採
と

り野
や

菜
さい

販
はん

売
ばい

を展開
てんかい

。

ハーブティー
は ー ぶ て ぃ ー

等
とう

を提供
ていきょう

。毎月
まいげつ

末
まつ

最終
さいしゅう

日曜日
にちようび

 

地域
ち い き

活動
かつどう

について ・自治会
じ ち か い

の地域
ち い き

清掃
せいそう

への参加
さ ん か

 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

地域
ち い き

活動
かつどう

について 
・「日曜

にちよう

市
いち

」への参加
さんか

団体
だんたい

が少
すく

ないので増
ふ

やしたいが日曜日
にちようび

という事
こと

で難
むず

しい。 

・自治会
じ ち か い

の地域
ち い き

清掃
せいそう

が休日
きゅうじつ

(閉所
へいしょ

日
び

)の為
ため

、別
べつ

日
び

で参加
さ ん か

している。 

 

  

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

とのつながり 

・行事
ぎょうじ

や日々
ひ び

の開放
かいほう

を通
つう

じて交
こう

流
りゅう

実
じっ

施
し

。 

・月
つき

４回
かい

の園庭
えんてい

開放
かいほう

、じゃがいも堀
ほ

り、夏
なつ

祭
まつり

、餅
もち

つき大
たい

会
かい

など、近隣
きんりん

の子
こ

育
そだ

て

世
せ

帯
たい

に参加
さ ん か

を呼
よ

びかけ園
えん

児
じ

と一緒
いっしょ

に遊
あそ

ぶ。 

保育
ほ い く

園
えん

、施設
し せ つ

等
とう

の

有効
ゆうこう

利用
り よ う

 

・子
こ

育
そだ

て施
し

設
せつ

の機能
きのう

を生
い

かして、世代間
せだいかん

で遊
あそ

びや文化
ぶんか

の伝承
でんしょう

交流
こうりゅう

の場
ば

、悩
なや

み

を持
も

つ保
ほ

護
ご

者
しゃ

に限
かぎ

らず子
こ

育
そだ

て家
か

庭
てい

の交流
こうりゅう

の場
ば

、育
そだ

ちの場
ば

になれればと思
おも

う
う

。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 
・園

えん

として月
つき

１回
かい

子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

関
かん

連
れん

の情報
じょうほう

ペーパー
ぺ ー ぱ ー

を地域
ち い き

住民
じゅうみん

に配布
は い ふ

してい

ますが、さらに園
えん

独自
ど く じ

の発信力
はっしんりょく

を高
たか

める必
ひつ

要性
ようせい

を痛感
つうかん

している。 

資源
し げ ん

の確保
か く ほ

 
・園内

えんない

保育
ほ い く

を実施
じ っ し

しながらの取
と

り組
く

みでは、場所
ば し ょ

・人員
じんいん

・時間
じ か ん

の確保
か く ほ

が限
かぎ

ら

れていること。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

現状
げんじょう

に対
たい

する変
へん

革
かく

 ・園内
えんない

研修
けんしゅう

を通
とお

して保
ほ

育
いく

士
し

の意識
い し き

改革
かいかく

に取
と

り組
く

んでいる。 
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高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

保育
ほ い く

園
えん

、施設
し せ つ

等
とう

の

有効
ゆうこう

利用
り よ う

 

・昨年
さくねん

、地元
じ も と

自治会
じ ち か い

役員
やくいん

の方々
かたがた

と話
はな

し合
あ

い、当施設
とうしせつ

の一部
い ち ぶ

を日曜日
にちようび

に開放
かいほう

、

自治会
じ ち か い

のイベント
い べ ん と

などにおいて利用
り よ う

可能
か の う

となるような設
せっ

定
てい

を行
おこな

った。 

交流
こうりゅう

について 

・施設
し せ つ

入居者
にゅうきょしゃ

、家族
か ぞ く

、住民
じゅうみん

、それぞれから希望
き ぼ う

があれば都度
つ ど

設定
せってい

。 

・施設
し せ つ

を開放
かいほう

し、月
つき

２回
かい

カ
かふぇ

フェ(集
つど

いの場
ば

)、年
ねん

１回
かい

お祭
まつ

りを実施
じ っ し

。 

・介護予防
か い ご よ ぼ う

マネジメント
ま ね じ め ん と

で関
かか

わる利
り

用
よう

者
しゃ

さんと特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

の介護
か い ご

職員
しょくいん

をつなぐことで利用者
りようしゃ

さんに施
し

設
せつ

向
む

けの物品
ぶっぴん

を作成
さくせい

してもらう。 

・リラ
り ら

・プレカリア
ぷ れ か り あ

というハープ
は ー ぷ

奏者
そうしゃ

との関
かか

わりがあり利
り

用
よう

者
しゃ

さん向
む

けに音楽
おんがく

を通
つう

じた関
かか

わりを始
はじ

める。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・災害
さいがい

時
じ

の拠点
きょてん

として、地域
ち い き

に十分
じゅうぶん

アピール
あ ぴ ー る

できていない。 

地域
ち い き

行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

 ・いままで利
り

用
よう

申
もう

し込
こ

みの機
き

会
かい

はない。 

その他
た

 ・立地
り っ ち

条件
じょうけん

が良
よ

くない。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

地域
ち い き

行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

 
・単純

たんじゅん

に施設
し せ つ

を開放
かいほう

するだけでなく、積極的
せっきょくてき

なイベント
い べ ん と

を当法人
とうほうじん

が実施
じ っ し

し

それに参加
さ ん か

いただくような企画
き か く

を考
かんが

える。 

地域
ち い き

とのつながり ・送迎
そうげい

の検討
けんとう

や呼
よ

びか
か

け。 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・イベント
い べ ん と

の協働
きょうどう

や随時
ず い じ

協議
きょうぎ

をおこなっていく。 

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・地域
ち い き

貢献
こうけん

委員会
いいんかい

の結成
けっせい

を行
おこな

い地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

との連携
れんけい

を検討
けんとう

している。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

交流
こうりゅう

について 
・施設

し せ つ

・地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

で交流
こうりゅう

の必要性
ひつようせい

の温暖差
おんだんさ

があること。 

・当該
とうがい

地域
ち い き

に該当
がいとう

する施設
し せ つ

がないため、交流
こうりゅう

自体
じ た い

が困難
こんなん

な場合がある。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

地域
ち い き

とのつながり 
・地域

ち い き

住民
じゅうみん

が福祉
ふ く し

施設
し せ つ

と交流
こうりゅう

する事例
じ れ い

の周知
しゅうち

をして地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

、地域
ち い き

活動
かつどう

団体
だんたい

が福祉
ふ く し

施設
し せ つ

と交流
こうりゅう

できるきっかけを作
つく

る。 
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（３）地域
ち い き

福祉
ふ く し

の担
にな

い手
て

について（ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の育成
いくせい

、受入
うけいれ

、マッチング
ま っ ち ん ぐ

など） 

 

保育
ほ い く

園
えん

 

 

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

とのつながり 

・くすのき小学校
しょうがっこう

４年生
ねんせい

対象
たいしょう

「車椅子
くるまいす

体験
たいけん

」。 

・東
ひがし

小学校
しょうがっこう

３年生
ねんせい

対象
たいしょう

ハニコウム
は に こ う む

見学
けんがく

、ハーブ
は ー ぶ

園
えん

見学
けんがく

、石
せっ

鹸
けん

作
づく

り体
たい

験
けん

。 

・中学生
ちゅうがくせい

の「職 業
しょくぎょう

体験
たいけん

」受
う

け入
い

れ。 

 

  

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

等
とう

に

ついて 

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の受
う

け入
い

れ(個
こ

人
じん

・団体
だんたい

)は継続
けいぞく

し実施中
じっしちゅう

。 

・学生
がくせい

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の受け入れ
う け い れ

。 

小
しょう

・中
ちゅう

・高校生
こうこうせい

へ

の体験
たいけん

見学
けんがく

 

・大阪府
おおさかふ

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

しながら保育士
ほ い く し

養成
ようせい

の一助
いちじょ

として「高校生
こうこうせい

5
５

日間夢
にちかんゆめ

体験
たいけん

」を実施
じ っ し

。 

育成
いくせい

・教育
きょういく

 

 

・児童
じ ど う

福祉
ふ く し

に関心
かんしん

のある人
ひと

を対象
たいしょう

に保育
ほ い く

現場
げ ん ば

での体験
たいけん

実習
じっしゅう

を２，３日
にち

経
けい

験
けん

し

てもらうことによりボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の育成
いくせい

に取
と

り組
く

む。 

②取り組んで
と り く ん で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・地域
ち い き

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の実情
じつじょう

が把握
は あ く

できていない。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

等
とう

に

ついて 

・子育て
こ そ だ て

支援
し え ん

に関心
かんしん

をお持
も

ちのボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

希望者
きぼうしゃ

と繋
つな

がり、できることで

きないことを理
り

解
かい

し合
あ

える場
ば

を知
し

るように努
つと

める。 

現
げん

状
じょう

に対
たい

する変
へん

革
かく

 ・園内
えんない

研修
けんしゅう

を通
とお

して保
ほ

育
いく

士
し

の意識
い し き

改革
かいかく

に取
と

り組
く

んでいる。 
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高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

交流
こうりゅう

について 

・施設内
しせつない

の各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

などにおいては、地域
ち い き

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の方
かた

にご参
さん

加
か

いた

だいており、交流
こうりゅう

を図
はか

っている。 

・担当
たんとう

窓口
まどぐち

を設置
せ っ ち

し、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の受
う

け入
い

れ、マッチング
ま っ ち ん ぐ

を行
おこな

っている。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

地域
ち い き

活動
かつどう

について 

・施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

のみの対応
たいおう

となっているが近隣
きんりん

の方
かた

の利用
り よ う

もできればと思
おも

う。 

・法人内
ほうじんない

でボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

に関
かん

する理
り

解
かい

が十分
じゅうぶん

整理
せ い り

されていない。 

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

のしたいこと、できることと受
う

け入
い

れ側
がわ

がしてほしい事
こと

の

マッチング
ま っ ち ん ぐ

が十分
じゅうぶん

にできていないことがある。 

育成
いくせい

・教育
きょういく

 ・定期
て い き

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

さんのみで新規
し ん き

の方
かた

の受
う

け入
い

れができていない。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・待
ま

っているだけである為
ため

、こちらからの発信
はっしん

も必要
ひつよう

。情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

。 

・日常
にちじょう

活動
かつどう

を支援
し え ん

して頂
いただ

くという意味
い み

でのボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の受
う

け入
い

れ体制
たいせい

を

作
つく

ることが課題
か だ い

であると考
かんが

えている。 

啓
けい

発
はつ

を行
おこな

う ・あらゆる機会
き か い

を通
つう

じて啓
けい

発
はつ

を行
おこな

う。 

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

  

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

等
とう

に

ついて 

・ボランティアセンター
ぼ ら ん て ぃ あ せ ん た ー

を運営
うんえい

していく中
なか

で、活動
かつどう

の周知
しゅうち

や研修会
けんしゅうかい

を開催
かいさい

し

て新規
し ん き

活動
かつどう

の育成
いくせい

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

情報
じょうほう

の周知
しゅうち

を行
おこな

っている。 

・講座
こ う ざ

開催
かいさい

や相談
そうだん

受付
うけつけ

を行
おこな

う過
か

程
てい

でボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動者
かつどうしゃ

の増加
ぞ う か

に取
と

り組
く

んで

いる。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・福祉
ふ く し

に特化
と っ か

している分
ぶん

、他
た

分野
ぶ ん や

の非営利
ひ え い り

活動
かつどう

団体
だんたい

との関連
かんれん

が薄
うす

い。 

育成
いくせい

・教育
きょういく

 ・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動者
かつどうしゃ

の高齢化
こうれいか

、リーダー役
り ー だ ー や く

の不足
ふ そ く

。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

育成
いくせい

・教育
きょういく

 

・単発
たんぱつ

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の増加
ぞ う か

によるグループ
ぐ る ー ぷ

に属
ぞく

さない活
かつ

動者
どうしゃ

を増
ふ

やす。 

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

の自主性
じしゅせい

を高
たか

めて自
じ

身
しん

でも資金
し き ん

獲得
かくとく

、会員
かいいん

増加
ぞ う か

を図
はか

れる

ように支援
し え ん

する。 
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（４）身近
み ぢ か

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

機能
き の う

について（地域
ち い き

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

として、施設
し せ つ

が担
にな

える役割
やくわり

など） 

 

保育
ほ い く

園
えん

 

 

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

相談
そうだん

支援
し え ん

について ・利用者
りようしゃ

の相談
そうだん

や支援
し え ん

で精一杯
せいいっぱい

。 

 

  

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

待機
た い き

児童
じ ど う

について ・主
おも

に待機児
た い き じ

(入所
にゅうしょ

が出
で

来
き

ない)という訴
うった

えが多
おお

く、本来
ほんらい

想定
そうてい

している「子
こ

育
そだ

て上
じょう

の悩み
な や み

」や「虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

」「発達
はったつ

相談
そうだん

」の件数
けんすう

は少
すく

ない。 

相談
そうだん

支援
し え ん

について ・本園
ほんえん

には知事
ち じ

から認定
にんてい

を受
う

けたス
す

マイルサポーター
ま い る さ ぽ ー た ー

が６名
めい

在籍
ざいせき

しており、子
こ

育
そだ

て上
じょう

の悩
なや

み以
い

外
がい

にも、夫婦間
ふうふかん

の問題
もんだい

、仕事上
しごとじょう

の悩
なや

みや経済的
けいざいてき

な問題
もんだい

も

含め
ふ く め

、生活
せいかつ

課題
か だ い

を抱
かか

える保
ほ

護
ご

者
しゃ

への支援
し え ん

窓口
まどぐち

も開設
かいせつ

している。 

・相談
そうだん

窓口
まどぐち

を有
ゆう

し、相談員
そうだんいん

がいる園
えん

であることの掲示板
けいじばん

表示
ひょうじ

をしている。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

相談
そうだん

支援
し え ん

について ・対象
たいしょう

となる地域
ち い き

住民
じゅうみん

のニーズ
に ー ず

に沿
そ

う形
かたち

で、窓口
まどぐち

の想定
そうてい

が出
で

来
き

ていないと

感
かん

じる。 

・現時点
げんじてん

では子
こ

育
そだ

てに関
かん

する相
そう

談
だん

が大半
たいはん

を占
し

めており、大
おお

きな問
もん

題
だい

は発生
はっせい

し

ていませんが、それ以外
い が い

の問題
もんだい

でも気軽
き が る

に相談
そうだん

できる体
たい

制
せい

作り
づ く り

が肝要
かんよう

と考
かんが

える。 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

以
い

外
がい

の分野
ぶ ん や

に精通
せいつう

していないこと、子
こ

ども以
い

外
がい

の課題
か だ い

に対処
たいしょ

す

るために関係
かんけい

機関
き か ん

と協同
きょうどう

していくことが必要
ひつよう

になった場合
ば あ い

、現時点
げんじてん

での

連携
れんけい

が希薄
き は く

であること。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

相談
そうだん

支援
し え ん

について ・S N S
えすえぬえす

の活用
かつよう

を広
ひろ

げ、相談
そうだん

を受
う

け付
つ

けに活用
かつよう

することで、一度
い ち ど

窓口
まどぐち

の

インターフェース
い ん た ー ふ ぇ ー す

を広
ひろ

げ、地域
ち い き

のニーズ
に ー ず

の再精査
さいせいさ

を行
おこな

う。 

・児童
じ ど う

分野
ぶ ん や

以外
い が い

の課題
か だ い

解決
かいけつ

のスキル
す き る

を高
たか

めるための研修
けんしゅう

。 

現状
げんじょう

に対
たい

する変
へん

革
かく

 ・子育て
こ そ だ て

関連
かんれん

３法
ほう

や社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

の改正
かいせい

により、保育士
ほ い く し

の業務
ぎょうむ

範囲
は ん い

が拡大
かくだい

し、負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

になる中
なか

、園内
えんない

研修
けんしゅう

を通
とお

して保
ほ

育
いく

士
し

の意識
い し き

改革
かいかく

に取
と

り組
く

んで
で

いる。 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 
・市内

し な い

の福祉
ふ く し

相談
そうだん

窓口
まどぐち

を知
し

り、連携
れんけい

に努
つと

める。 
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高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

相談
そうだん

支援
し え ん

について ・介護
か い ご

相談
そうだん

や立
た

ち寄
よ

りやすい雰
ふん

囲
い

気
き

作
づく

りはしている。 

・法人
ほうじん

として、四
し

條
じょう

畷
なわて

第
だい

1地
ち

域
いき

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

を受託
じゅたく

し、対象
たいしょう

を高齢者
こうれいしゃ

に

限定
げんてい

せず、積極的
せっきょくてき

に総合
そうごう

相談
そうだん

に応じて
お う じ て

いる。 

・ケアプランセンター
け あ ぷ ら ん せ ん た ー

においては介護
か い ご

保険
ほ け ん

だけでなく障
しょう

がいのある方
かた

、社会
しゃかい

貢献
こうけん

事業
じぎょう

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

な方
かた

など幅
はば

広
ひろ

い相談
そうだん

に対応
たいおう

。法人内
ほうじんない

各所
かくしょ

でも相談
そうだん

対応
たいおう

できるよう努
つと

めている。 

※できていないと回答
かいとう

している団体
だんたい

もある 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

相談
そうだん

支援
し え ん

について ・施設
し せ つ

として雰
ふん

囲
い

気
き

作
づく

りはしているが、まだまだ地域
ち い き

のニーズ
に ー ず

には応
こた

えきれ

ていない。 

・夜間
や か ん

は電話
で ん わ

や宿 直
しゅくちょく

による対応
たいおう

を行
おこな

っていますが十分
じゅうぶん

とは言
い

えない。 

役割
やくわり

の認識
にんしき

 ・社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

としての役割
やくわり

は民間
みんかん

事業
じぎょう

とは違
ちが

うことを理解
り か い

してもらいたい。 

・本来
ほんらい

生活
せいかつ

保護
ほ ご

で対応
たいおう

すべきものであるにもかかわらず社会
しゃかい

貢献
こうけん

事業
じぎょう

での

対応
たいおう

を求
もと

められることがあり問題
もんだい

だと認識
にんしき

している。 

人材
じんざい

不足
ぶ そ く

 ・福祉
ふ く し

に関
かん

する幅
はば

広
ひろ

い内
ない

容
よう

に対応
たいおう

できるような窓口
まどぐち

が提供
ていきょう

できれば良
よ

いと

考
かんが

えるが、人
ひと

・時間
じ か ん

などに限
かぎ

りがある。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・待
ま

っているだけでなくこちらからの発信
はっしん

が必要
ひつよう

。定期的
ていきてき

に介護
か い ご

の勉強会
べんきょうかい

等
とう

も実施
じ っ し

していく。 

・都度
つ ど

関係者
かんけいしゃ

と協議
きょうぎ

を行う
おこなう

。 

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

  

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・公的
こうてき

機関
き か ん

から受託
じゅたく

している相談
そうだん

窓口
まどぐち

を関係
かんけい

機関
き か ん

などに意識的
いしきてき

に繋
つな

げるよう

取
と

り組
く

んでいる。 

相談
そうだん

支援
し え ん

について ・受託
じゅたく

していない相談
そうだん

であっても「福祉
ふ く し

の総合
そうごう

相談
そうだん

」を行
おこな

うミ
み

ッ
っ

シ
し

ョ
ょ

ン
ん

を掲
かか

げている法人
ほうじん

である使命
し め い

を役員
やくいん

、職員
しょくいん

が理解
り か い

して事業
じぎょう

を行
おこな

っている。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

人材
じんざい

不足
ぶ そ く

 ・福祉
ふ く し

の総合
そうごう

相談
そうだん

に応
おう

じる人
じん

材
ざい

(経
けい

験
けん

、知識
ち し き

)の絶対数
ぜったいすう

の不足
ふ そ く

。人材
じんざい

を維持
い じ

・募集
ぼしゅう

するための待遇面
たいぐうめん

の向上
こうじょう

が困難
こんなん

。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

育成
いくせい

・教育
きょういく

 ・福祉
ふ く し

の総合
そうごう

相談
そうだん

に応
おう

じることができるよう研修
けんしゅう

の積極的
せっきょくてき

な受講
じゅこう

。 

現状
げんじょう

に対
たい

する変
へん

革
かく

 ・長期
ちょうき

在職
ざいしょく

できるよう職員
しょくいん

の待遇
たいぐう

改善
かいぜん

に取
と

り組
く

む。 
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（５）防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

に取
と

り組
く

む地域
ち い き

づくり（災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

、地域
ち い き

との連携
れんけい

など） 

 

保育
ほ い く

園
えん

 

 

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

設
せつ

備
び

に関
かん

する対
たい

応
おう

 ・障
しょう

がい者用
しゃよう

トイレ
と い れ

を 3カ所
か し ょ

設置
せ っ ち

。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

地域
ち い き

とのつながり ・障
しょう

がい者
しゃ

(要支援者
ようしえんしゃ

)通所
つうしょ

施設
しせつ

のため、日
ひ

ごろから地域
ちいき

交流
こうりゅう

が重要
じゅうよう

と感
かん

じる 

設
せつ

備
び

に関
かん

する対
たい

応
おう

 ・平地
へ い ち

と平
ひら

屋
や

建
だ

て施設
し せ つ

540坪
つぼ

を災害
さいがい

時
じ

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

に提供
ていきょう

しようと考
かんが

えていま

したが、3年前
ねんまえ

に土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

警戒
けいかい

区域
く い き

に指定
し て い

され、避難
ひ な ん

しなければいけなくな

った。   

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

 ・ A E D
えーいーでぃ－

訓練
くんれん

などを地域向け
ち い き む け

に実施
じ っ し

。 

・大阪府
おおさかふ

の 880万人
まんにん

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を意識
い し き

して広域
こういき

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

での避難
ひ な ん

訓練
くんれん

など実施
じ っ し

している。 

・毎月
まいつき

の避難
ひ な ん

訓練
くんれん

や警察
けいさつ

による防犯
ぼうはん

教室
きょうしつ

を開催
かいさい

し、保育士
ほ い く し

、園児
え ん じ

共
とも

に防災
ぼうさい

、

防犯
ぼうはん

に対
たい

する意
いしき

識の高揚
こうよう

に努
つと

める。 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・消防
しょうぼう

、警察
けいさつ

など関連
かんれん

機関
き か ん

との連携
れんけい

を維持
い じ

しながら、毎月
まいつき

の避難
ひ な ん

訓練
くんれん

や警察
けいさつ

による防犯
ぼうはん

教室
きょうしつ

を開催
かいさい

し、保育士
ほ い く し

、園児
え ん じ

共
とも

に防災
ぼうさい

、防犯
ぼうはん

に対
たい

する意識
い し き

の高揚
こうよう

に努
つと

める。 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・消防
しょうぼう

、警察
けいさつ

など関連
かんれん

機関
き か ん

との連携
れんけい

を維持
い じ

。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

現
げん

状
じょう

に対
たい

する変
へん

革
かく

 ・意識
い し き

が希薄
き は く

。 

取
とり

組
くみ

事
じ

業
ぎょう

について

の理解
り か い

・認知
に ん ち

 

・過去
か こ

に共
とも

に訓練
くんれん

をしたいと考え
かんがえ

、地域
ち い き

ビラ
び ら

で訓練
くんれん

参加
さ ん か

を呼
よ

びかけたが、

参加者
さんかしゃ

がなかった。 

その他
た

 ・実際
じっさい

に災害
さいがい

が発生
はっせい

したとき、小学校
しょうがっこう

全体
ぜんたい

の中
なか

で混乱
こんらん

なく統一
とういつ

行動
こうどう

が取
と

れる

か心配
しんぱい

。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

 ・現
げん

在
ざい

行
おこな

っている訓練
くんれん

系
けい

の取
と

り組
く

みにはニーズ
に ー ず

は薄
うす

い。 

・施設
し せ つ

としてハード面
は ー ど め ん

での機能
き の う

を強化
きょうか

していく。 

・ミルク
み る く

、紙
かみ

おむつなど備蓄
びちく

は行政
ぎょうせい

では少
すく

ないのでその辺
あた

りを強化
きょうか

していく。 

現
げん

状
じょう

に対
たい

する変
へん

革
かく

 ・園内
えんない

研修
けんしゅう

を通
とお

して保
ほ

育
いく

士
し

の意識
い し き

改革
かいかく

に取
と

り組
く

んでいる。 

取
とり

組
くみ

事
じ

業
ぎょう

について

の理解
り か い

・認知
に ん ち

 

・地域
ち い き

で共
とも

に防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

に取
と

り組
く

むために、対策
たいさく

や訓練
くんれん

の必要性
ひつようせい

を共有
きょうゆう

する

方法
ほうほう

をとる。 
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高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

として地域
ち い き

住民
じゅうみん

の情報
じょうほう

把握
は あ く

。 

地域
ち い き

とのつながり ・「こども 110番
ばん

」を掲
かか

げ活動
かつどう

。 

・地域
ち い き

の防災
ぼうさい

関連
かんれん

イベント
い べ ん と

へ積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

。 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

として四條畷
しじょうなわて

市
し

との協定
きょうてい

を締結
ていけつ

。 

・災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

には自治会
じ ち か い

と連携
れんけい

が図
はか

れるよう自治
じ ち

会長
かいちょう

と話
はな

し合
あ

いを実施
じ っ し

。 

災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

 ・福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

として登録
とうろく

 

・法人内
ほうじんない

で非常
ひじょう

災害
さいがい

に備
そな

え、訓練
くんれん

、シミュレーション
し み ゅ れ ー し ょ ん

を実施
じ っ し

。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・自治会
じ ち か い

、法人
ほうじん

、学校
がっこう

等
とう

それぞれが防災
ぼうさい

等
とう

の課題
か だ い

検討
けんとう

をしていますが、市
し

全体
ぜんたい

では共有
きょうゆう

できていません。 

・災害
さいがい

時
じ

対応
たいおう

について法人内
ほうじんない

で十分
じゅうぶん

共有
きょうゆう

できていない。地域
ち い き

の方々
かたがた

とも

共有
きょうゆう

できていない。 

災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

 ・具体的
ぐたいてき

な災害
さいがい

事例
じれい

が発生
はっせい

しておらず連絡網
れんらくもう

の構築
こうちく

も未整備
み せ い び

である。 

取
とり

組
くみ

事
じ

業
ぎょう

について

の理解
り か い

・認知
に ん ち

 

・地域
ち い き

の方
かた

が理解
り か い

してくれているか。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・行政
ぎょうせい

からの呼
よ

びかけ、協 力
きょうりょく

、また、市
し

全体
ぜんたい

での避難
ひ な ん

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

 

・都度
つ ど

関係者
かんけいしゃ

と協議
きょうぎ

を行
おこな

う。 

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

  

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

については四條畷
しじょうなわて

市
し

との連携
れんけい

が必須
ひ っ す

であり、四條畷
しじょうなわて

市
し

防災
ぼうさい

計画
けいかく

に定
さだ

められている「仮称
かしょう

災害
さいがい

ボランティアセンター
ぼ ら ん て ぃ あ せ ん た ー

」の運営
うんえい

を行
おこな

える

ようマニュアル
ま に ゅ あ る

の策定
さくてい

や四條畷
しじょうなわて

市
し

との協定
きょうてい

を締結
ていけつ

できるよう取
とり

組
くみ

を進
すす

め

ている。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

 ・災害
さいがい

現場
げ ん ば

に派遣
は け ん

された経験
けいけん

のある職員
しょくいん

が少
すく

ない。 

・災害
さいがい

活動
かつどう

における備品
び ひ ん

の不足
ふ そ く

。災害
さいがい

時
じ

のあらゆる想定
そうてい

についての対応
たいおう

が

不十分
ふじゅうぶん

。 

・防犯
ぼうはん

については、福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

とは関連
かんれん

しているものの福祉
ふ く し

に直結
ちょっけつ

している

分野
ぶ ん や

ではないため十分
じゅうぶん

な取組
とりくみ

が行われていない。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

 ・災害
さいがい

時
じ

の不足
ふ そ く

する状 況
じょうきょう

に対応
たいおう

できる代替え
だ い か え

策
さく

の整備
せ い び

を進
すす

める。 

・災害
さいがい

時
じ

に職員
しょくいん

を積極的
せっきょくてき

に派遣
は け ん

すること。 

・災害
さいがい

時に必要
ひつよう

と考
かんが

えられる備品
び ひ ん

の整備
せ い び

を進
すす

めていく。 
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（６）他
た

団体
だんたい

・施設
し せ つ

との交流
こうりゅう

やネットワーク
ね っ と わ ー く

など情報
じょうほう

交換
こうかん

、他
ほか

団体
だんたい

・施設
し せ つ

との連携
れんけい

など） 

 

保育
ほ い く

園
えん

 

 

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

とのつながり ・「ちゃんぷるーフェスタ
ふ ぇ す た

」での他
た

団体
だんたい

との交流
こうりゅう

。 

・定期
て い き

事業所
じぎょうしょ

部会
ぶ か い

での交流
こうりゅう

。 

・公民館
こうみんかん

フェスタ
ふ ぇ す た

等
とう

での交流
こうりゅう

。 

・四條畷
しじょうなわて

荘
そう

いっぷくステーション
す て ー し ょ ん

「よろか」への参加
さ ん か

 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

人材
じんざい

不足
ぶ そ く

 ・人員
じんいん

配置上
はいちじょう

、日中
にっちゅう

に職員
しょくいん

が抜
ぬ

けにくい 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

交流
こうりゅう

について ・交流
こうりゅう

はうまくいっているのでこの方向
ほうこう

で良
い

い。 

 

  

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

とのつながり ・地
ち

域
いき

向
む

けの園
えん

だよりを発行
はっこう

、子
こ

育
そだ

てサークル
さ ー く る

と保護者
ほ ご し ゃ

の近隣
きんりん

の子
こ

育
そだ

て家庭
か て い

に

配布
は い ふ

し園
えん

の取組
とりくみ

や子
こ

どもの育
そだ

ちのこと、保健
ほ け ん

・食育
しょくいく

情報
じょうほう

を発信
はっしん

している。 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・地域
ち い き

自治会
じ ち か い

、民生
みんせい

児童
じ ど う

委員
い い ん

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などと連携
れんけい

し、人
ひと

の交流
こうりゅう

や情報
じょうほう

交換
こうかん

を行
おこな

っている。 

・市社協
ししゃきょう

と共
とも

に設立
せつりつ

した四條畷
しじょうなわて

市
し

地域
ち い き

貢献
こうけん

委員会
いいんかい

の組織
そ し き

構成
こうせい

施設
し せ つ

でもあり、

常
つね

に関
かん

係
けい

関
かん

連
れん

諸
しょ

団
だん

体
たい

との連携強化
れんけいきょうか

に努
つと

める。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

地域
ち い き

とのつながり ・組織
そ し き

と組織
そ し き

の繋
つな

がりというよりも個人的
こじんてき

な繋
つな

がりに近
ちか

い形
かたち

で運用
うんよう

してい

る。 

施設
し せ つ

の混合
こんごう

組織
そ し き

 ・老人
ろうじん

施設
し せ つ

、児童
じ ど う

施設
し せ つ

の混合
こんごう

組織
そ し き

で統一
とういつ

行動
こうどう

がスムーズ
す む ー ず

に行
い

く、結節点
けっせつてん

をど

こに求
もと

めるか。 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・市域
し い き

の子
こ

育
そだ

て家庭
か て い

のニーズ
に ー ず

の把握
は あ く

が弱
よわ

いこと。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

現状に対する変革 ・園内
えんない

研修
けんしゅう

を通
とお

して保
ほ

育
いく

士
し

の意識
い し き

改革
かいかく

に取
と

り組
く

んでいる。 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・市域
し い き

の状 況
じょうきょう

や様々
さまざま

なニーズ
に ー ず

、自施設
じ し せ つ

に求
もと

められていることなどの把握
は あ く

に努
つと

めること。 

その他
た

 ・属人
ぞくじん

から属
ぞく

組織
そ し き

への移行
い こ う

を進
すす

める。 
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高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・あらゆる場面
ば め ん

で情報
じょうほう

交換
こうかん

や連携
れんけい

を行
おこな

う。 

地域
ち い き

とのつながり ・近隣
きんりん

病院
びょういん

や近隣
きんりん

の老健
ろうけん

施設
しせつ

などとの意見
いけん

・情報
じょうほう

交換
こうかん

の場
ば

を設
もう

けている。 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・四條畷
しじょうなわて

福祉
ふ く し

のまち実現
じつげん

会議
か い ぎ

においては働
はたら

き手
て

だけでなく、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

や

住民
じゅうみん

活動
かつどう

を推進
すいしん

する人々
ひとびと

も地域
ち い き

福祉
ふ く し

人材
じんざい

と捉
とら

えて、人材
じんざい

確保
か く ほ

を目
め

指
ざ

して

他法人
たほうじん

・他
た

団体
だんたい

等
とう

と協働
きょうどう

し、考
かんが

え方
かた

の共有
きょうゆう

やイベント
い べ ん と

の企画
き か く

、実施
じ っ し

を

行って
おこなって

いる。 

交流
こうりゅう

について ・高齢
こうれい

、障害
しょうがい

関係
かんけい

なく福祉
ふ く し

に携
たずさ

わる事業所
じぎょうしょ

で畷
なわて

なわを結成
けっせい

。 

・四條畷
しじょうなわて

人材
じんざい

フェスティバル
ふ ぇ す て ぃ ば る

 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・意見
い け ん

や情報
じょうほう

交換
こうかん

の相手
あ い て

が限
かぎ

られる。 

・ネットワーク
ね っ と わ ー く

に入
はい

れていない事業所
じぎょうしょ

がある。 

育成
いくせい

・教育
きょういく

 ・一人一人
ひとりひとり

が主体的
しゅたいてき

にリーダーシップ
り ー だ ー し っ ぷ

をとるよう努
つと

めていますが十分
じゅうぶん

ではない。 

その他
た

 ・今
いま

の活動
かつどう

の方向性
ほうこうせい

が明確
めいかく

ではない。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 ・価値
か ち

を共有
きょうゆう

し、活動
かつどう

を継続
けいぞく

する。 

地域
ち い き

とのつながり ・色々
いろいろ

な事業所
じぎょうしょ

が参加
さ ん か

、活動
かつどう

できるようにする。 

・地域
ち い き

の方
かた

と一緒
いっしょ

に福祉
ふ く し

活動
かつどう

を考
かんが

えていける場面
ば め ん

つくり。 

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

 

①地域
ち い き

福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のためにできる役割
やくわり

や現状
げんじょう

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

とのつながり ・本会
ほんかい

自体
じ た い

が多様
た よ う

な団体
だんたい

で構成
こうせい

されている点
てん

を活
い

かして、プラットホーム
ぷ ら っ と ほ ー む

の

役割
やくわり

を果
は

たせるよう取組
とりくみ

を進
すす

める。 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

の連絡
れんらく

調整
ちょうせい

の事務局
じむきょく

、地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

の連絡
れんらく

調整
ちょうせい

の

事務局
じむきょく

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の連絡
れんらく

調整
ちょうせい

の事務局
じむきょく

など各分野
かくぶんや

における横
よこ

の繋
つな

がりに

効果
こ う か

のある事業
じぎょう

を進めて
す す め て

いる。 

・社会
しゃかい

のネットワーク
ね っ と わ ー く

を活用
かつよう

し、他
た

市町村社協
しちょうそんしゃきょう

等
とう

への視察
し さ つ

を行
おこな

う事
こと

で新
あら

た

な活動
かつどう

を行
おこな

えるきっかけを作
つく

った。 

②取
と

り組
く

んで
で

いる中
なか

で感
かん

じる問題点
もんだいてん

 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・担当者
たんとうしゃ

が別
べつ

になるため横
よこ

の繋
つな

がりを持
も

つ機能
き の う

が新
あら

たな交流
こうりゅう

をできるような

取組
とりくみ

を進
すす

めていけていない。 

資金
し き ん

確保
か く ほ

 ・連絡
れんらく

調整
ちょうせい

機能
き の う

について、関係
かんけい

職員
しょくいん

の人件費
じんけんひ

確保
か く ほ

が困難
こんなん

。 

③問題
もんだい

を改善
かいぜん

していくための今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

 

市
し

、機関
き か ん

、委員
い い ん

等
など

との

連携
れんけい

・情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

・横
よこ

の連絡
れんらく

が各団体
かくだんたい

構成員
こうせいいん

にまで広
ひろ

がり、有機的
ゆうきてき

な繋
つな

がりを工夫
く ふ う

していくこ

とが必要
ひつよう

。 

交流
こうりゅう

について ・コミュニティーワーク
こ み ゅ に て ぃ ー わ ー く

の視点
し て ん

と技術
ぎじゅつ

向上
こうじょう

の方向
ほうこう

を考
かんが

えていく。 
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（７）その他
た

 

 

高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

 

 

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

 

 

  

地域
ち い き

とのつながり ・社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

として、地域
ち い き

とより積極的
せっきょくてき

に関
かか

わり福
ふくし

祉に関
かん

する様々
さまざま

な問題
もんだい

を解決
かいけつ

できる機関
き か ん

として今後
こ ん ご

も更
さら

に努力
どりょく

が必要
ひつよう

である。 

人材
じんざい

不足
ぶ そ く

 ・当施設
とうしせつ

でも人材
じんざい

確保
かくほ

には苦労
くろう

しており活動
かつどう

の幅
はば

を広
ひろ

げることに困難
こんなん

を感
かん

じる。 

今後
こ ん ご

の対応
たいおう

 ・地域
ち い き

で必要
ひつよう

とされているニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

し、可能
か の う

な限
かぎ

り積極的
せっきょくてき

に対応
たいおう

してい

きたいと思
おも

う。 

地域
ち い き

行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

 ・公園
こうえん

等
とう

里親
さとおや

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

のメンバー
め ん ば ー

として施設
し せ つ

全体
ぜんたい

で取
と

り組
く

み、川崎池
かわさきいけ

公園
こうえん

や畷
なわて

神
じん

社
じゃ

参
さん

道
どう

で花
はな

の植
う

え替
か

え、水
みず

やり、掃除
そ う じ

を毎日
まいにち

続
つづ

けている。 

・里親
さとおや

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の 20程
ほど

の個人
こ じ ん

団体
だんたい

さんに対
たい

して市
し

から提供
ていきょう

される花
はな

の

苗
なえ

を施設
し せ つ

にて選
えら

んでもらっている。 
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３．パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

の実施
じ っ し

  

 

 本計画
ほんけいかく

に対する
た い す る

住民
じゅうみん

意見
い け ん

を募る
つ の る

ため、平
へい

成
せい

31年
ねん

（2019年
ねん

）１月
がつ

15日
にち

から２月
がつ

15日
にち

まで

パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

を募集
ぼしゅう

しました。また、この結果
け っ か

について、行政
ぎょうせい

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

の意見
い け ん

を聞
き

き、

四條畷
しじょうなわて

市
し

福祉
ふ く し

計画
けいかく

検討
けんとう

委員会
いいんかい

及
およ

び四條畷
しじょうなわて

市
し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

専門
せんもん

部会
ぶ か い

にて協議
きょうぎ

を行
おこな

い、対応
たいおう

を

検討
けんとう

しました。 

 

＊パブコメ後に整備 
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４．四條畷
しじょうなわて

市
し

福祉
ふ く し

計画
けいかく

検討
けんとう

委員会
いいんかい

及
およ

び、 

四條畷
しじょうなわて

市
し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

専門
せんもん

部会
ぶ か い

への住民
じゅうみん

参画
さんかく

 

 

○四條畷市福祉計画検討委員会条例 

 

平成２４年１２月２１日 

条例第３０号 

改正 平成２５年３月１日条例第１号 

平成２７年３月１０日条例第５号 

(設置) 

第１条 本市における福祉に関する計画の策定に際し、市民その他の関係者の意見を聴くとともに、当該計

画について必要な事項を調査審議し、及びその進行管理を行うため、四條畷市福祉計画検討委員会(以下「委

員会」という。)を置く。 

(定義) 

第２条 前条に規定する福祉に関する計画とは、次に掲げる計画をいう。 

（１） 社会福祉法(昭和２６年法律第４５号)第１０７条に規定する市町村地域福祉計画 

（２） 老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)第２０条の８第１項に規定する市町村老人福祉計画 

（３） 障害者基本法(昭和４５年法律第８４号)第１１条第３項に規定する市町村障害者計画 

（４） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成１７年法律第１２３号)第８

８条第１項に規定する市町村障害福祉計画 

(組織) 

第３条 委員会は、委員２１人以内をもって組織する。 

(委員) 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 市民 

（２） 福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

（３） 医師 

（４） 学識経験を有する者 

（５） 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

(専門部会) 

第５条 委員会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の委員は、市民、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱す

る。 

３ 専門部会の委員は、当該専門の事項に関する調査を行い、その結果を委員会に報告する。 

４ 専門部会の委員は、前項の規定による報告をするまでの間、在任する。 

(委任) 

第６条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
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附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第４条第２項本文の規定にかかわらず、平成

２５年６月３０日までとする。 

 (特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正) 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和２６年条例第７２号）の一部を

次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成２５年条例第１号)抄 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則(平成２７年条例第５号) 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定は、平成２８年７月１日から

施行する。 
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○四條畷市福祉計画検討委員会規則 

平成２４年１２月２１日 

規則第２８号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、四條畷市福祉計画検討委員会条例(平成２４年条例第３０号)第６条の規定に基づき、

四條畷市福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものと

する。 

(委員長及び副委員長) 

第２条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

(会議) 

第３条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、意見又は説明を聴

くことができる。 

(専門部会) 

第４条 委員会の専門部会(以下「専門部会」という。)に部会長及び副部会長１人を置き、専門部会の委員

の互選によりこれを定める。 

２ 専門部会の部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。 

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

４ 前条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、同条第１項中「委員長」とある

のは、「専門部会の部会長」と読み替えるものとする。 

(庶務) 

第５条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。 

(委任) 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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○四條畷市福祉計画検討委員会 委員名簿 

 

役職 氏名 区分 

 高尾 美知子 （１号）市民 

 山上 一幸 （１号）市民 

 志村 いづみ （１号）市民 

 淺井 茂 （２号）福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

 湯元 洋司 （２号）福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

 中西 庄司郎 （２号）福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

 塩野 孝子 （２号）福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

副委員長 北川 シズ子 （２号）福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

 篠田 實 （２号）福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

 福井 節子 （２号）福祉に関する活動を行う団体を代表する者 

 福田 益樹 （３号）医師 

 太地 康博 （３号）医師 

委員長 小寺 鐵也 （４号）学識経験を有する委員 

 村上 広美 （４号）学識経験を有する委員 

 中村 顕 （４号）学識経験を有する委員 

 猿屋 勝利 （５号）市長が必要と認めた者 

 橋垣 富美子 （５号）市長が必要と認めた者 

 平山 明子 （５号）市長が必要と認めた者 

 守屋 隆 （５号）市長が必要と認めた者 

 森田 友美 （５号）市長が必要と認めた者 

 穂園 洋子 （５号）市長が必要と認めた者 
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○四條畷市地域福祉計画策定専門部会要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第１０７条の規定に基づく地域福祉計画（以下

「計画」という。）を策定するため、四條畷市福祉計画検討委員会条例（平成 24年条例第 30号、以下「条

例」という。）第５条に基づき、四條畷市地域福祉計画策定専門部会（以下「専門部会」という。）を設

置するにあたり、条例及び四條畷市福祉計画検討委員会規則（平成 24年規則第 28号、以下「規則」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員） 

第２条 条例第５条第２項の専門部会の委員は、次に掲げる者とする。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 福祉サービスを利用する者 

（３） コミュニティソーシャルワーカーの職にある者 

（４） 四條畷市民生委員児童委員協議会に属する者 

（５） 四條畷市ボランティア連絡会に属する者 

（６） 四條畷市社会福祉協議会地区福祉委員会に属する者 

（７） 四條畷市社会福祉協議会に属する者 

（８） その他市長が必要と認めた者 

（庶務） 

第３条 規則第５条の庶務は、次の部署において処理する。 

（１） 生活福祉課 

（２） 高齢福祉課 

（３） 障がい福祉課 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年１２月２１日から施行する。 

（四條畷市地域福祉計画策定専門部会開催要綱の廃止） 

２ 四條畷市地域福祉計画策定専門部会開催要綱は、廃止する。 

３ この要綱は、平成２９年９月１日から施行する。 
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○四條畷市地域福祉計画策定専門部会 部会員名簿 

 

役職 氏名 区分 

部会長 小寺 鐵也 （１号）学識経験を有する者 

 堂棺 知絵理 （２号）福祉サービスを利用する者 

 羽田野 清英 （２号）福祉サービスを利用する者 

 森脇 雅代 （３号）コミュニティソーシャルワーカーの職にある者 

 塙 正義 （３号）コミュニティソーシャルワーカーの職にある者 

副部会長 石原 欽子 （４号）四條畷市民生委員児童委員協議会に属する者 

 北川 シズ子 （５号）四條畷市ボランティア連絡会に属する者 

 鈴木 信之 （６号）四條畷市社会福祉協議会地区福祉委員会に属する者 

 中村 真衣子 （７号）四條畷市社会福祉協議会に属する者 

 川岸 祥泰 （８号）その他市長が認めた者 
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５．策定
さくてい

経過
け い か

 

 

日 程 会 議 内 容 

平成 30年 

１月 12日～29日 
 市民アンケート実施 

３月５日 専門部会① 

・委員初顔合わせ 

・地域福祉についての講義 

・アンケート結果報告 

・意見聴取 

・部会員へのヒアリングシート作成依頼 

（地域福祉の現状、問題点等） 

・今後のスケジュール等 

３月 16日 検討委員会Ⅰ 

・アンケート結果報告 

・意見聴取 

・今後のスケジュール等 

４～６月  
・庁内各課の地域福祉に関する事業抽出ヒアリング 

・社会福祉施設からのヒアリング 

７月 専門部会② 
・各部会委員ヒアリングシート発表、意見交換 

・庁内各課、社会福祉施設ヒアリング結果の報告 

８月  計画（素案）作成 

８月 29日 検討委員会Ⅱ 
・計画策定経過の進捗報告 

・計画（素案）について意見交換 

10月 5日 専門部会③ 計画（素案）について意見交換 

11月 8日 検討委員会Ⅲ 計画（素案）について意見交換 

11月 27日 専門部会④ 計画（素案）について意見交換 

１月 15日～ 

2月 15日 
 計画（原案）パブリックコメント実施 

３月 日 H30検討委員会Ⅳ 計画完成の報告 
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６．社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

（抜粋
ばっすい

） 

 
（昭和二十六年法律第四十五号） 

平成二十九年六月二日公布（平成二十九年法律第五十二号）改正 

施行日： 平成三十年四月一日 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 地方社会福祉審議会（第七条―第十三条） 

第三章 福祉に関する事務所（第十四条―第十七条） 

第四章 社会福祉主事（第十八条・第十九条） 

第五章 指導監督及び訓練（第二十条・第二十一条） 

第六章 社会福祉法人 

第一節 通則（第二十二条―第三十条） 

第二節 設立（第三十一条―第三十五条） 

第三節 機関 

第一款 機関の設置（第三十六条・第三十七条） 

第二款 評議員等の選任及び解任（第三十八条―第四十五条の七） 

第三款 評議員及び評議員会（第四十五条の八―第四十五条の十二） 

第四款 理事及び理事会（第四十五条の十三―第四十五条の十七） 

第五款 監事（第四十五条の十八） 

第六款 会計監査人（第四十五条の十九） 

第七款 役員等の損害賠償責任（第四十五条の二十―第四十五条の二十二） 

第四節 計算 

第一款 会計の原則等（第四十五条の二十三） 

第二款 会計帳簿（第四十五条の二十四―第四十五条の二十六） 

第三款 計算書類等（第四十五条の二十七―第四十五条の三十五） 

第五節 定款の変更（第四十五条の三十六） 

第六節 解散及び清算並びに合併 

第一款 解散（第四十六条・第四十六条の二） 

第二款 清算 

第一目 清算の開始（第四十六条の三・第四十六条の四） 

第二目清算法人の機関（第四十六条の五―第四十六条の二十一） 

第三目財産目録等（第四十六条の二十二―第四十六条の二十九） 

第四目債務の弁済等（第四十六条の三十―第四十六条の三十四） 

第五目残余財産の帰属（第四十七条） 

第六目清算事務の終了等（第四十七条の二―第四十七条の七） 

第三款 合併 

第一目 通則（第四十八条） 

第二目 吸収合併（第四十九条―第五十四条の四） 

第三目 新設合併（第五十四条の五―第五十四条の十一） 

第四目 合併の無効の訴え（第五十五条） 

第七節 社会福祉充実計画（第五十五条の二―第五十五条の四） 

第八節 助成及び監督（第五十六条―第五十九条の三） 

第七章 社会福祉事業（第六十条―第七十四条） 

第八章 福祉サービスの適切な利用 

第一節 情報の提供等（第七十五条―第七十九条） 

第二節 福祉サービスの利用の援助等（第八十条―第八十七条） 
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第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援（第八十八条） 

第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進 

第一節 基本指針等（第八十九条―第九十二条） 

第二節 福祉人材センター 

第一款 都道府県福祉人材センター（第九十三条―第九十八条） 

第二款 中央福祉人材センター（第九十九条―第百一条） 

第三節 福利厚生センター（第百二条―第百六条） 

第十章 地域福祉の推進 

第一節 包括的な支援体制の整備（第百六条の二・第百六条の三） 

第二節 地域福祉計画（第百七条・第百八条） 

第三節 社会福祉協議会（第百九条―第百十一条） 

第四節 共同募金（第百十二条―第百二十四条） 

第十一章 雑則（第百二十五条―第百三十条） 

第十二章 罰則（第百三十条の二―第百三十四条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法

律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を

図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて

社会福祉の増進に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。 

２ 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。 

一 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な

料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業 

二 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所

施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業 

三 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホー

ムを経営する事業 

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）に規定する障害者

支援施設を経営する事業 

五 削除 

六 売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）に規定する婦人保護施設を経営する事業 

七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業 

３ 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。 

一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関す

る相談に応ずる事業 

一の二 生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）に規定する認定生活困窮者就労訓練事業 

二 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事

業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、

小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、

保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 

二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）に規

定する幼保連携型認定こども園を経営する事業 

二の三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律（平成二十八年法律第百十号）

に規定する養子縁組あつせん事業 
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三 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭

日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業 

四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護

事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンタ

ー、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業 

四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支

援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事

業 

五 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は

介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施

設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業 

六 知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業 

七 削除 

八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業 

九 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 

十 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法（平成九年法律第百二十三号）に規定する介護老人保健施

設又は介護医療院を利用させる事業 

十一 隣保事業（隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住

民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。） 

十二 福祉サービス利用援助事業（精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料

金で、福祉サービス（前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。）の利

用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利

用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体

的に行う事業をいう。） 

十三 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業 

４ この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。 

一 更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）に規定する更生保護事業（以下「更生保護事業」という。） 

二 実施期間が六月（前項第十三号に掲げる事業にあつては、三月）を超えない事業 

三 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの 

四 第二項各号及び前項第一号から第九号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行う

ものにあつては五人、その他のものにあつては二十人（政令で定めるものにあつては、十人）に満たないもの 

五 前項第十三号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度五百万円に満た

ないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度五十に満たないもの 

（福祉サービスの基本的理念） 

第三条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成さ

れ、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なもの

でなければならない。 

（地域福祉の推進） 

第四条 地域住民、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（以下「地域住民等」と

いう。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社

会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならな

い。 
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２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、

介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の

防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会から

の孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保され

る上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以

下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

（福祉サービスの提供の原則） 

第五条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に

尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連する

サービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実

施に努めなければならない。 

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務） 

第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範

かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推

進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関との連携等によりその解決を図ることを

促進する施策その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

【中略】 

 

第二節 地域福祉計画 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉

計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 

二 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 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させ

るよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、

必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 

（都道府県地域福祉支援計画） 

第百八条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域

福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「都道府県地域福祉支援計画」という。）

を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項 

五 市町村による第百六条の三第一項各号に掲げる事業の実施の支援に関する事項 

２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民

その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めると

ともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。 
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第三節 社会福祉協議会 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うこ

とにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における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が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議

会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区

域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

２ 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区（地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区及び同法第二百五十二条

の二十の二に規定する総合区をいう。）の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図

ることを目的とする団体であつて、その区域内における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

活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するも

のとする。 

３ 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内に

おける地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。 

４ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場

合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。 

５ 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総

数の五分の一を超えてはならない。 

６ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活

動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 

（都道府県社会福祉協議会） 

第百十条 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図

ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護

事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの 

二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 

三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言 

四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整 

２ 前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。 

（社会福祉協議会連合会） 

第百十一条 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連

合会を設立することができる。 

２ 第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。 

 

【以下、略】 

 

 


