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※「 

※1 8050 問題…�80���親��50 ���子���生活を支え��いう問題 

※「 ダ�ルケ�…親��護�子育�を�時�担う�いう問題 

※1 

  
�．計画策定の趣旨�．計画策定の趣旨�．計画策定の趣旨�．計画策定の趣旨    

本市��い���昭和���を��ク�人口�減少�続�����������歳��人口比

率��.�%�対����歳未満人口比率��.�％��少子�高齢化�進行�顕著��� 

���核家族化�進展��世帯数�毎�増加������世帯当���人員�減少��い��� 

一方�単身世帯や高齢者夫婦���世帯�増加傾向�あ��認知症や病気���家族��護�

困難�������福祉サ����役割�極���要����い��� 

�����護��療職�い��人��不足�����療機関や�護施設等�サ���を���

事����い状況�出������公的サ�������支援を必要���人�生活を支え��

�い状況�����あ���� 

����地域活動を担う人�高齢化や地域���������希薄化���担い手�不足や�

�����等制度�狭間�あ�ケ���地域や福祉サ���������孤立��い�ケ��等�

新��課題�顕在化��い��� 

���������発生��鳥�県中部地震���住家�約半数�被災���,���人余��

市民�避難所へ避難���いう大規模�災害を経験�������経験����隣近所�支え�

い�大��やボランテ���底力���互��共��大��を実感���事���要支援者�避

難等��い��地域住民�行政�事業者等�連携���体制�く��大��を学����� 

私�������住�慣��地域�安心��暮��続��い�願��い���人�人����

��を大����個人や地域�抱え�生活課題を地域住民相互�支え�い���解決��いく力

�地域力�を高��課題解決�向��市民�地域�行政�一緒������組��地域福祉��

考え方�基���第�期計�を策定������� 

 

�．計画の位置づけ�．計画の位置づけ�．計画の位置づけ�．計画の位置づけ    

  社会福祉法��い��地域住民�地域�課題を把握��関係機関�連携を����互い����

������組��く�����������い������い��� 

現在�少子高齢�人口減少等�社会構造�変化�中��地域住民等�様々�生活課題を抱え�

����住�慣��地域�自���く暮���い���う�地域住民等�支え�い�一人���

�生��い�あ�暮������地域を共�創��いく�������地域共生社会�を実現�

����必要���実現�������人事を��事���考え�地域住民主体�課題解決力�

強化��課題を丸��������包括的�支援体制�整備�不可欠��� 

  ���高齢者��療��護�生活支援等を包括的�提供��住�慣��場所�安心��暮�� 

続����地域を�����地域包括ケ�を���い�あ�人�子�������広�充実�� 

�事�必要��� 

����問題やダ�ルケ��生活困窮��制度�狭間�あ�人�気���支え�う体制整備�

市���求����い���地域住民�行政�各団体�事業所等�幅広い連携���福祉���

�く��地域�主体性��要��� 

第�章第�章第�章第�章    計画の概要計画の概要計画の概要計画の概要 



��

�

 

�う��背景を踏�え�社会福祉法�一部改��行わ��地域��い���住民�抱え�課題

を把握��関係機関�連携�解決����������法第�条��行政�役割����地域住民

�交流を図�������拠��整備や人�育�����研修�実施���地域住民や支援関係

機関�相互�協力���包括的�支援体制を整備���う���������い���法第��

�条���� 

���法第���条�定��民間�自主的�組織�あ�市社会福祉協議会及�地�社会福祉協

議会��地域福祉推進�中核的�役割を果��民間団体�����要�役割を担��い��� 

地域福祉活動計���地域社会�あ�福祉問題や課題を解決�����住民�民間団体���

組�活動を市社会福祉協議会及�地�社会福祉協議会�中心���計�化��いく����本市

���法第���条�基��策定��地域福祉計�を�地域福祉活動計��一体化��倉�市地

域福祉推進計�����策定�����あ��計��策定�実施を通��地域共生社会を�く�

あ��いく����� 

���図����地域共生社会��実現�向��地域�く��強化����包括的支援体制��

メ��図��� 

  住民�主体的�地域課題を把握��解決を試��体制�く��構築��い�書�������

人事を���事��変え�いく�う�働������や��丸��������場�設置����

�を住民�身近�圏域��い�整備��いく���特徴��そ�を福祉�保健��療�教育��

等�関係機関�バック�ッ�������メ��図�あ���回策定��地域福祉計���い��

�う��要素を具体化��計��明記�����必要����い��� 

子����高齢者�����い�あ�人��い人�全��人�一人����暮���生��い

を���創�高��う�地域共生社会��実現�向�����一層地域福祉を推進������

い�い��自���く暮�����を�く��いく���行動計����位置�����   
※���い�表記���扱い�

��害���害��字��否定的�意味�あ��共生社会�実現を推進��観��

��本市�����害�を���い��表記�������い�����害��いう言

葉��単語あ�い�熟語���用い���前後�文脈��人や人�状態を表�場��

����表記���法�や法��基�く制度��称や�機関�作��公開���い�

資料をそ���引用��場����漢字表記や固��称�そ���漢字表記���

い����
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�

図１図１図１図１����   

 

                
�資料�厚生労働省�
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��� H� H� H�� H�� H�� H�� H�� H��

総人口総人口総人口総人口 世帯数世帯数世帯数世帯数 一世帯あた�人員一世帯あた�人員一世帯あた�人員一世帯あた�人員

人 

��� H� H� H�� H�� H�� H�� H�� H��

倉�市 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

関金町 ����� ����� ����� ����� � � � �

�計 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�資料�総務省国勢調査�Ｓ60 �～Ｈ27 ��鳥取県人口動態統計�Ｈ28 �～Ｈ29 �� 

人 

年 

������
������

������

������

������

������
������

������

������

������

������

������

������

�����H��� �����H��� ���� ���� ���� ���� ���� 年 
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���人口推計���人口推計���人口推計���人口推計�������成����～������    

    本市�人口���������成�����比べ����後���������約�,���人 

減少���予測���い��� 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

�����H��� �����H��� ���� ���� ���� ���� ���� 

倉�市 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ 

�資料) 総務省国勢調査�国立社会保障�人口問題研究所�日本�将来推計人口 
 �

�．倉吉市の現状等について�．倉吉市の現状等について�．倉吉市の現状等について�．倉吉市の現状等について    

���総人口の推移�昭和���総人口の推移�昭和���総人口の推移�昭和���総人口の推移�昭和���������～�成�～�成�～�成�～�成����������������    

本市�人口��昭和���以降�減少傾向�あ���世帯あた��人員�一貫��減�続け� 

�成����.��人/世帯���成����.��人/世帯����い���一方�世帯数�増 

加��い� 

人 ％ 

第２章第２章第２章第２章    倉�市の現状倉�市の現状倉�市の現状倉�市の現状とととと課題課題課題課題 
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�

年 

H� H� H�� H�� H�� H�� H�� H��

��歳以上 ����% ����% ����% ����% ����% ����% ����% ����%

��～��歳 ����% ����% ����% ����% ����% ����% ����% ����%

�～��歳 ����% ����% ����% ����% ����% ����% ����% ����%

����% ����% ����% ����% ����% ����% ����% ����%

����% ����% ����% ����% ����% ����% ����% ����%

����% ����% ����% ����% ����% ����% ����% ����%

�%

��%

��%

��%

��%

��%

��%

��%

��%

��%

���%

H� H� H�� H�� H�� H�� H�� H��

�～��歳 ��～��歳 ��歳以上
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出生数�人�

人 

年 

�資料�総務省国勢調査�８60～H27� 鳥取県統計課�H28～H29� 

�資料�総務省国勢調査�８60～H27� 鳥取県人口動態統計�H28～H29� 

年 

��� H� H� H�� H�� H�� H�� H�� H��

総人口 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

出生数 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

出生率�‰� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���������人口構成�人口構成�人口構成�人口構成        

     �～��歳��少人口割合���成�����.�％�あ�た�����成�������.� 

    ％���た���歳以上�老�人口割合��成�����.�％�あ�た�����成����� 

��.�％����少子�高齢化�進��い��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
���出生数���出生数���出生数���出生数    

     昭和������.�‰。���人)�あ�た出生率���成�����.�‰。���人)�減少 

傾向�続い�い��た���成������横�い�推移��い���       
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�

�資料�長寿社会課 

�資料�総務省国勢調査�H22・H27� 国立社会保障・人口問題研究所�2020～2040� 

 

��� H� H� H�� H�� H�� H�� H�� H��

総人口�人� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

前期高齢者

���～��歳� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

後期高齢者

���歳～� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

高齢者数計 ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

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

�

�����

�����

�����

�����

������

������

������

������

������

��� H� H� H�� H�� H�� H�� H�� H��

前期高齢者

���～��歳�

後期高齢者

���歳～�

人 

年 

����%

����%
����% ����% ����% ����% ����%

�%

�%

��%

��%
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��%
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������

�����H��� �����H��� ���� ���� ���� ���� ����

前期高齢者

���～��歳�

後期高齢者

���歳～�

高齢化率

人 

年 

����

�H���

����

�H���
���� ���� ���� ���� ����

総人口�人� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

前期高齢者

���～��歳�
����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

後期高齢者

���歳～�
����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

高齢者数計 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

高齢化率 ����% ����% ����% ����% ����% ����% ����%

���高齢者人口の推移���高齢者人口の推移���高齢者人口の推移���高齢者人口の推移    

     昭和�����,���人�あ�た��歳以上�高齢者人口���成�����,���人� 

�成�������,���人�大幅�増加��い���                     
  

 ���高齢者人口推計���高齢者人口推計���高齢者人口推計���高齢者人口推計�������成����～������       

��歳以上人口�増加�続��������ピ�ク����そ�後減少�転�����高齢者人口 

   �減少率��総人口�減少率�大�いた��高齢化率�上昇�続���� 
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�

年度 

�

�

�

����

����

����

����

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

世帯数 一人暮�し高齢者世帯数

高齢者世帯数

�資料�長寿社会課 

�資料�長寿社会課                                               

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

高齢者世帯 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

うち一人暮�し ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

※ 

※高齢者世帯…65 歳以上�者���構成�����た���� 18 歳未満�未婚�者�加わ�た世帯 

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

�要介護認定者数 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
� �日常生活自立度Ⅱａ以上 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�
���

�����
�����
�����
�����
�����
�����

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

認定者数 認知症日常生活自立度Ⅱa以上

 

���一人暮らし高齢者・高齢者世帯数の推移��一人暮らし高齢者・高齢者世帯数の推移��一人暮らし高齢者・高齢者世帯数の推移��一人暮らし高齢者・高齢者世帯数の推移 

    一人暮��高齢者��成������,���人������成�������,���人�約�.�倍 

   �増加��い���高齢者世帯��成�����,���世帯�����成�������,���世帯 

   �約�.�倍�増加�����高齢者���世帯人口�大幅�増加��い���    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
���要介護認定者・認知症の推移���要介護認定者・認知症の推移���要介護認定者・認知症の推移���要介護認定者・認知症の推移    

     要�護認定者数�増加�比例��認知症日常生活自立�Ⅱａ�日常生活�何���支援�必要�以上 

    �人数�増加��い����成������,���人���成�������,���人��増加�� 

    要�護認定者数�約��％�占��い���              
 

 

 

  

� 

人 

�度 
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�

�資料�長寿社会課 

※運動や栄養指導�認知症�講���開催内容����開催回数や参加者数

������あ���� 

�資料�長寿社会課 
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�

���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

H�� H�� H�� H�� H�� ���� ����

認知症患者数の推計

要介護

認定者数

日常生活自立度Ⅱａ以上 割�

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ������������介護予防の介護予防の介護予防の介護予防の取組み取組み取組み取組み    

                高齢者�地域生活�支え�総合機関センタ��あ�地域包括支援センタ���市内���所あ���

��歳以上�高齢者やそ�家族����象�����護予防�た��講演会や相談会�行��い��

���

一方�高齢者��護予防教室�行う���う会���護保険�利用��い�い概���歳以上��

高齢者�外出��機会�少�い人��象��月�回地区公民館��い�健康�く��体操や仲間�く�

��通���心身機能�維持�回復�図��い����

�

地域包括支援センターにおけ�介護予防教室 
 

  H�� H�� H�� H�� H�� 

開催回数 ��� ��� ��� ��� ��� 

参加延べ人数 ����� ����� ����� ����� ����� 

    

    

    

    

H�� H�� H�� H�� H�� ���� ���� 

要介護認定者数 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

日常生活自立度Ⅱａ以上 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

割� ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  

％ 人 

 高齢�����た�い�認知症�発症リスク�高���言わ��い��� 

 高齢者人口�増加や�均�命�伸び続け�������認知症患者数����増え続け���

�推測������後������歳未満�若�性認知症患者数�増加�予測���た����

����策�検討��いく必要�あ���� 

年 



���

�

��

��

��

��

�� ��

��

��

�� ��

��

��
�� ��

��

��

��
��

�
�� ��

��

�

�

��

��

��

��

��

��

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

相談件数

虐待と判断
件 

年度 

�資料�長寿社会課 

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

身体手帳 �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� ����

療育手帳 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�精神保健福祉手帳 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

障害者手帳所持者数計 �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,���

�

���

����

����

����

����

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

人

身体障害者手帳所有者

療育手帳所有者

精神保健福祉手帳所有者

年度 

�資料�福祉課 

 ����障がい者手帳所有者の推移����障がい者手帳所有者の推移����障がい者手帳所有者の推移����障がい者手帳所有者の推移    

     身体�害者手帳��成����以降�所�者数�減少��い����療育手帳�精神保健福祉 

手帳���々所�者�増加��い��� 

�          
� 

 

����高齢者虐待について����高齢者虐待について����高齢者虐待について����高齢者虐待について    

�成������市高齢者虐待防�条例���成������国�高齢者虐待防�法�施行さ�� 

     虐待�定義や相談窓口�明確������� 

  本市�状況��い���近��増減�繰�返����推移��い����成�����相談件数� 

��件�あ��そ�う��虐待��断��件数���件����い���虐待�対��意識�高�持

���虐待����思��時������通報�相談����う�体制�������護う����

原因����虐待�����う�護者等へ�ケア�必要���                     
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�資料�倉�児童相談所 
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相談件数 虐待と判断
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H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

相談件数 虐待と判断

�������������障�障�障�障がいがいがいがい者虐待について者虐待について者虐待について者虐待について    

�成���������害者虐待防�法�施行さ��虐待�定義や相談窓口�明確������� 

    虐待����又�����思わ����断��件数�例��～�件����い��� 

一人ひ�����い理解�深��養護者へ�声掛�や�虐待�疑わ��場���や��相談��� 

�う�虐待�定義������理解�共通認識���こ��重要��� 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

     

    

����児童虐待について����児童虐待について����児童虐待について����児童虐待について    

�成���児童虐待防�法�施行さ��虐待�定義や早期発見や通告�義務�定������� 

�成����同法�改����市�村�役割�明確������� 

本市��い���児童虐待�未然防���組����出産前���切�目��い支援�流��構築��

保護者�育児支援�孤立化�防�����乳児期�中心���全戸訪問事業や親支援講��充実�地 

域��心��子育����環境整備�努�������そ�結果�相談件数��々増加傾向�あ�� 

���虐待認定件数��大��増加�����せ�� 

�後�児童虐待未然防�����妊産婦や子育�家庭�寄�添う��細や��事業�地域��見� 

  �や支援�充実�図���心��子育����地域��������必要���              
年度 

件 

件 

年度 
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�資料�鳥取県人口動態統計 
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H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

件

年度

��歳以�

��～��歳

��歳以�

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

��歳以� � � �� � � � � � � � �

��～��歳 � � � � � �� � � � � �

��歳以� � �

合計 �� �� �� �� � �� �� � � � ��

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

男性 �� �� �� � � �� � � � � �

女性 � � � � � � � � � � �

合計 �� �� �� �� � �� �� � � � ��

 
����自死者数����自死者数����自死者数����自死者数    

     自死者数�男女������女性��男性�多�����働�盛��世代�自死�多い傾向� 

あ����                 
  

男女別自死者数 

年齢階層別自死者数 
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H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

件

年度

女性 男性
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件 

世帯 ％ 

455

520
560

595
570 576 571 577 562

524
613

738
779

830 785 783 770 775
743

678
1.19 

1.44 
1.53 

1.64 
1.56 1.56 1.56 1.58 

1.53 
1.40 
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H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

生活保護の動向

世帯数 人員 保護率

�資料�福祉課 

 

※��マン�ョック…国�的�金融危機�引�金���� 「008 ��Ｈ「0 ��9� 15 日アメ�カ�証券会社���マン�ブ 

������経営破綻�端�発��株価�大暴落��こ��指�� 

※ 

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

世帯数 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

人員 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

保護率�％� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�

世帯数�

％ 

年度 

 

 

 ����生活保護の動向����生活保護の動向����生活保護の動向����生活保護の動向    

�成������マン�ョック����経済�雇用情勢�厳�さ�増��保護世帯�急激� 

増加�������成��������ク����世帯����人��.��％���減少傾向� 

���特��成���以降�減少�顕著����い��� 

    被保護世帯数減少�要因�����雇用情勢�改善�就労支援�充実����稼働能力��� 

�被保護者��就職�増収���自立�至�ケ���増え�い�こ��考え����� 

����成�����設置���あ���相談支援�ンタ����生活困窮自立相談支援事業 

   や家計相談支援事業�倉�����応援団�就労準備支援事業等�保護�至�前�支援�効果�� 

減少�大��理由�一��考え�������後��単身高齢者世帯�増加�伴い�保護率�増加 

��こ��予測さ���� 
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介護保険

サ�ビ�

52%

認知症に関

すること

2%

虐待�権利

擁護等

1%

身体�病気

等に関する

こと

13%

ケアマネ�

メント支援等

3%

その他

29%

H24

介護保険

サ�ビ�

47%

認知症に関

すること

4%

虐待�権利

擁護等

2%

身体�病気

等に関する

こと

15%

ケアマネ�メ

ント支援等

2%

その他

30%

H29

�資料�長寿社会課 

������－����－����－����－��地域包括支援センタ�地域包括支援センタ�地域包括支援センタ�地域包括支援センタ�        高齢者�増加�伴い�相談件数�増加��い���相談内容��護保険�関わ�こ��一番多�� 

次い�身体�病気�関��こ�����い���認知症�関��こ���成������％���

�成�������％�増加������後�増加��い��予想さ���� 

高齢者���世帯�増加����認知症������家族や親族���協力�得�こ��困難�� 

医療や�護�����������いケ���増え�い��� 

�

��,��� ��,��� ��,��� 
��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� 

��,��� ��,��� ��,��� 

�

�,���

��,���

��,���

��,���

��,���

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��

件

年度

    

 ����各相談支援センタ�相談件数と相談内容����各相談支援センタ�相談件数と相談内容����各相談支援センタ�相談件数と相談内容����各相談支援センタ�相談件数と相談内容                 地域包括支援センタ�年度別相談件数 

�

相談内容別割��Ｈ��年度�Ｈ�９年度� 



���

�

福祉サ�ビ�の利

用等に関する支援

21%

障がいや病状の理

解に関する支援

2%

不安の解消�情緒

不安定に関する支

援

22%

生活技術に関

する支援

4%

社会参加�余暇活動

に関する支援

4%

権利擁護に関

する支援

0%

その他

47%

H24

福祉サ�ビ�の

利用等に関する

支援

34%

障がいや病状

の理解に関す

る支援

3%

不安の解消�情緒不安

定に関する支援

19%

生活技術に関

する支援

8%

社会参加�余

暇活動に関す

る支援

5%

権利擁護に関

する支援

1%

その他

30%

H29

�資料�福祉課 
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件

年度

 
������������----��障がい者地域生活支援センタ���障がい者地域生活支援センタ���障がい者地域生活支援センタ���障がい者地域生活支援センタ�    

��い者地域生活支援�ンタ���市内��カ所あ����い�あ�人�地域��心��暮����� 

相談事業所�あ��福祉�����利用や家庭や職場��ト�ブ����い�特性���不��解消�関 

��事��い�多�相談�寄せ���い��� 

   全体�相談件数�減��要因����自立��生活�送������うい��福祉�����何時間 

必要��聞���等���作成��計�相談支援���成������福祉�����利用��全員�実 

施さ��生活�変化�応��計�相談支援�行わ��こ���相談員や事業所�職員�相談���機会 

�増え�こ��考え����� 

   そ�中���金銭管理や家事�育児���生活技術�関��支援��い��相談�増え�い���                   相談内容別割��Ｈ��年度�Ｈ�９年度� 

障がい者地域生活支援センタ�年度別相談件数 





















����ふれあい�いきいきサロン数の推移����ふれあい�いきいきサロン数の推移����ふれあい�いきいきサロン数の推移����ふれあい�いきいきサロン数の推移

���参加者�健康へ�意識�高ま�������成�８�度��社会福祉法人�地域����公益的取組

区　　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

箇所 15 42 59 62 78 88 94 106 120 126 122 122

����ふれあい給食サ�ビス対象者数の推移����ふれあい給食サ�ビス対象者数の推移����ふれあい給食サ�ビス対象者数の推移����ふれあい給食サ�ビス対象者数の推移

区　　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

対象者数 579 579 606 618 644 632 628 610 623 631 618 586

��を行っ�います�

���市民�中心��っ�立ち上��い�サロン��地域��集いや見守��場��っ�います�

���責務�さ�た���伴い�市内�社会福祉法人�連携し��高齢者�介護予防�た��サロン�応援

���高齢者人口�増加し�います��対象者数�多少�変動�あ����横�い�推移し�います�

��

��

�� ��

��

��
��

���

���
��� ��� ���

�

��

��

��

��

���

���

���

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��
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年度年度年度年度
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610
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����福祉協力員数�対象者数の推移����福祉協力員数�対象者数の推移����福祉協力員数�対象者数の推移����福祉協力員数�対象者数の推移

���変動�あ����横�い�推移し�います�

区　　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

福祉協力員数 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

対象者数 �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,���

����ボランテ��登録者数�ボランテ��活動団体登録数の推移����ボランテ��登録者数�ボランテ��活動団体登録数の推移����ボランテ��登録者数�ボランテ��活動団体登録数の推移����ボランテ��登録者数�ボランテ��活動団体登録数の推移

��した��成�８�度以降�鳥取看護大学開学����まち�保健室��活動す�学生等�登録�増加

��等�あ��全体的�徐々�増加傾向�あ�ます�

区　　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

ボランテ��団体 35 30 27 31 30 39 38 32 29 32 40 39

ボランテ�� 776 686 662 470 463 431 498 510 539 483 572 641

����成���度��民生児童委員を個人��団体扱い�した����ボランテ��登録数�減少しま

���高齢者人口�増加し�います��対象者数��成���度��減少し�います�福祉協力員�多少
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����倉�市老人クラブ連�会会員数の推移����倉�市老人クラブ連�会会員数の推移����倉�市老人クラブ連�会会員数の推移����倉�市老人クラブ連�会会員数の推移

��また�単位クラブも�会員数�減少�伴う統合等���数�減少し�いま��

区　　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

会員数 �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,���

単位クラブ数 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

����倉�市身体障害者福祉協会会員数の推移����倉�市身体障害者福祉協会会員数の推移����倉�市身体障害者福祉協会会員数の推移����倉�市身体障害者福祉協会会員数の推移

区　　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

会員数 453 398 370 350 336 305 281 257 251 216 205 198

支部数 14 14 14 13 13 12 12 12 11 10 9 11

���会員�高齢化や�新規加入者�減少���会員数�減少傾向�あ�ま��

���会員�高齢化�伴う脱退や�役員���人�不足等����会員数・支部数�も減少し�いま��

��し�し��成２９�度���新規加入等���支部�増え�いま��
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����倉�市手をつなぐ育成会会員数の推移����倉�市手をつなぐ育成会会員数の推移����倉�市手をつなぐ育成会会員数の推移����倉�市手をつなぐ育成会会員数の推移

区　　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

会員数 115 123 120 116 114 114 114 117 115 112 108 101

地区数 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

����倉�市母子寡婦福祉連�会会員数の推移����倉�市母子寡婦福祉連�会会員数の推移����倉�市母子寡婦福祉連�会会員数の推移����倉�市母子寡婦福祉連�会会員数の推移

区　　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

会員数 156 149 149 140 133 128 127 121 111 114 103 98

地区数 12 12 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11

��情報�得����������会員数�減少し�いま��

��会員�高齢化�進��い�こ��併���新規�加入�少�く�会員数�減少傾向�あ�ま��

���保護者�高齢化や�社会情勢�変化���親�意識�変化�情報化社会���会�加入し�く�も
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����倉�市精神障がい者家族会会員数の推移����倉�市精神障がい者家族会会員数の推移����倉�市精神障がい者家族会会員数の推移����倉�市精神障がい者家族会会員数の推移

区　　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

会員数 11 9 15 16 16 17 18 16 16 15 11 12

��また�家族会���脱会や会員�高齢化もあ��会員�増加�つ����い状況�あ�ま��

���精神障�い�対��差別・偏見や家族会へ�加入�理解�得����新規会員�加入�あ�ま���
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�．�．�．�．第�期計画の検証第�期計画の検証第�期計画の検証第�期計画の検証    

第�期計画���目標��福祉���������定�����基�方針�地域福祉活動��市民�参加 

�進���身近�福祉サ�ビ��利用����組�������地域����社会福祉事業�推進��柱����

�組����� 

市民意識調査や地�福祉懇談会等�意見�踏�え�第�期計画��い��次����検証����� 

 

������������第�期計画の振�返�第�期計画の振�返�第�期計画の振�返�第�期計画の振�返�        

����    地域の福祉活動への市民の参加促進地域の福祉活動への市民の参加促進地域の福祉活動への市民の参加促進地域の福祉活動への市民の参加促進    

  地域��い��民生児童委員や福祉協力員�給食サ�ビ���ンテ��等��一人暮��高齢者等��否確

認や見��活動�行���い������地域�民�主体����開���い�サ�ン��現在����所あ

��地域��交流や�護予防等�向��活動�行わ��い����成���度�実施��サ�ン参加者�世話

人�対象����ンケ��結果���実施回数�多い���生活�充実感�生���健康��意識�高���

�い����認����������サ�ン�心配��や困�����見������い��思う世話人�割

����％�あ��サ�ン�生活課題�早期�見や予防������い��� 

����自治公民館��加入率����間�約��％減少�����特�人口減少や高齢化�著�い地域�

��自治公民館活動や福祉協力員活動�������従来���様々�地域活動�機能�弱�����い�状

況�あ���� 

  ���災害時�地域����支え�い�推進�向��各自治公民館��民�参加�募���民参加型�防災�

支え愛����作成��自治公民館��現在��箇所�������作成後��い�������基�避難訓

練���中��新���見や�����生���い�������市民意識調査結果�����地域����

防災体制�整��い��思う人�割����.�財�留�������成��������生��鳥��中部地

震���防災意識や地域��支え�い�意識�高���い�����現状��十���言え������支え

�い�助��い�体制�強化��必要�あ���� 

現在��市��い���少子高齢化�人口減少���中������世帯あ���人数�減����過去�

��間��単身高齢者����人増え��人以��高齢者���世帯���世帯����人�増え����支

え�人�減少�予測�����誰��支え�側��支え���側���得�事���支援�必要����時��

地域�中�暮���������支え�必要������地域�あ�����考え�顔�見え�関����や�

地域�見���支え����ネ��ワ�ク������充実����������必要��� 

�サ�ン参加者�世話人対象��ンケ��結果�Ｈ���度�※�全体�以外�数値���以�����い�サ�ン 

  Ｑサ�ン�参加�����生活�変化�あ�����？�身体�動��習慣��参加者�ンケ��� 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

n=���

●サ�ン�開催回数�多い���身体�動�

�習慣や健康��意識�高���い���

�わ������ 

n=�� n=���

n=���

n=��
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Ｑ全体的�サ�ン�様子�見��参加者��効果���������感��������？ 

�心配��や困�����見������い���世話人�ンケ��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���ンテ��者数�団体数� 

 

    

    

     

全体全体全体全体    

n=���

�福祉協力員事業� 

  ●活動 

    �声������否確認    

    �日頃�確認�郵便物�����い�い�� 

電気�����������い�い�等� 

    �電話��声�� 

 

●福祉懇談会や福祉協力員研修会等��声 

 �福祉協力員���手�い�い 

 �支え�側�高齢化��い� 

 �見��������福祉協力員同士や�

自治公民館長�民生児童委員等��連携

�必要� 

n=� n=��

n=�� n=��

●��ンテ��活動�内容��障�い�あ�

人��ガ�����や朗読等�支援�保育

園や幼稚園�学校��読�聞���福祉協

力員�給食��ンテ��等��� 

 Ｈ���度以降�主�増加要因�����

鳥��護大学�開学������保健室��

活動��学生等��録�増え����あ�

����� 

 �後��地域�活動��学生や�い世代�

退職後や団塊�世代���ンテ��活動�

�参加����地域共生社会�実現�向�

���ンテ���ンタ�機能�強化��い

�必要�あ���� 

��� ���
���

���

���

��
��

��

�� ��
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�度�度�度�度
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テ��

��ン

テ��

団体
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そう思う

4.1%

�ちらか�

言えばそう

思う

32.5%

�ちらか�言えばそ

う思わ�い

35.6%

全くそう思

わ�い

10.3%

わから�い

17.5%

  

Ｑあ�������い�地域���自治公民館活動等�通��市民同士��互い�支え�い� 

助����い��思い���� 

 

●そう思う������言え�そう思う 

人�割����成���度���.�財� 

あ���成���度�大��変化�あ� 

������� 

�割近い市民��自治公民館活動等�通 

���互い�助����い��感��い 

��� 

�

  

Ｑあ������い�地域���い����起���わ���い災害�備え�防災体制� 

整��い��思い���� 

 

●そう思う������言え�そう思う 

人�割����成���度�鳥�中部 

地震後���.�％������� 

��そ�後���.�％�防災意識� 

高��������� 

�

    

    

����市民意識調査市民意識調査市民意識調査市民意識調査����    

※調査期間��成������日～����日 

対象者数��,���人 

�効回答数��,���件 

            �効回収率���.��％        

そう思う ��.�財 

�����いえ�そう思う ��.�財 

�����いえ�そう思わ�い ��.�財 

そう思わ�い �.�財 

わ���い ��.�財 
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����    身近に福祉サービスを利用�き�仕組み�く�身近に福祉サービスを利用�き�仕組み�く�身近に福祉サービスを利用�き�仕組み�く�身近に福祉サービスを利用�き�仕組み�く�    

�民���福祉サ�ビ��内容や利用��方�����い�身近�相談���場���い等�様々�意見�

��地域包括支援�ンタ�や子育�支援�ンタ��障�い者地域生活支援�ンタ����相談機関�設��寄

����様々�相談�対応��い�������生活困窮者自立支援事業�開始�伴い��成���度�生活

�困������相談�総�的�����あ���相談支援�ンタ���設置�相談体制�充実�図����� 

 地域包括支援�ンタ���い���高齢者やそ�家族����護保険申請��各種サ�ビ�利用�至���

�手��やサ�ビ�内容�関��相談�認知症�関連��悩�事相談�����居或い�高齢者���世帯�

関連��生活支援等�相談�多��子育�支援�ンタ���い����齢�あ��遊�や排泄�����関�

�事�障�い者地域生活支援�ンタ���い���サ�ビ��利用方法や調整��事や家庭�障�い特性��

�不��関��事等�多�寄����い���寄����相談�������各相談機関��い��相談者�

ニ���あ��適��サ�ビ�����������い����対応��慮��ケ������認知症高齢者

�養護者�障�い�あ�����護サ�ビ��利用�必要�高齢者�子�������状態�生活�困窮��

適��サ�ビ��������容易��い状態���複�課題�抱え�世帯�対応�困難�要��事�あ��

相談件数�増え�い��� 

対応�向�����療機関やサ�ビ�事業者�相談機関�行政等関�機関���ケ��検討会等��い�情

報�共���課題解決�向�各方面��支援��い����生活�困窮��世帯や複�課題�抱え�世帯�相

談��い���複数�各���専門機関�連携��迅��解決�����サ�ビ��提供��い�事�必要�

�� 

 ����現在サ�ビ�������い�い人�早期��見��適��支援�����事�大��課題���

老々�護や��屋敷問題���地域����情報把握や連絡体制�訪問活動����体制����必要��� 

���利用者�権利擁護��い���判断能力�����方�福祉サ�ビ�利用援助や金銭管理等�中心�

��日常生活自立支援事業�加え��施設入所や入院等�契約や�産管理��手伝い�必要�方��成�後見

事業�実施��������成���度���市民後見人養成事業���組��い����後�認知症�高齢

者や障�い�あ�人�増加�予測��������制度�周知�十���������民�人権や�産���

��い��等�課題�把握�����利用者�状況�応��権利擁護�充実�図�必要�あ����  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                           

 

●倉�市���成���度�市社協���成���度��成�後見事業�開始��日常生活自立支援事業��

�����成�後見制度�引��������い����成���度���市民後見人�養成�開始���

任体制�徐々�充実��い��� 

●認知症高齢者�増加����成�後見事業�利用者�増加������後�����事業�充実�求��� 

 ��� 
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����    地域におけ�社会福祉事業の推進に�い�地域におけ�社会福祉事業の推進に�い�地域におけ�社会福祉事業の推進に�い�地域におけ�社会福祉事業の推進に�い�    

�成���度��始���生活困窮者自立支援事業�行う中��食料�提供や就職活動�必要�����貸

出等公的サ�ビ��対象����い事業��い��市民や団体�企業�参加�得���倉�����応援団��

立����公的サ�ビ��併��実施������生活�困窮��方�自立�向��支援���組��い��� 

���社会福祉法�改正�����成���度���社会福祉法人�地域����公益的��組��責務�

������伴い�市内�社会福祉法人�連携���高齢者��護予防����サ�ン�応援�行う�����

生活困窮者等��支援�一環�����倉�����応援団���政支援や生活��直接的�支援�行う等�地

域�課題解決�向����組��進��い��� 

�後��い���生活困窮者����制度��間�あ�様々�生活課題�抱え�世帯�対応��い����

倉�����応援団�参加��企業�団体�増や��組や�社会福祉法人や企業�団体���専門的技術�人

材��源�地域�中�活���い��組��広��い�必要�あ��社会福祉事業��参加��進�����

��地域�ニ���掘�起���い�必要�あ���� 

 

 

�社会福祉法人�連携��行��い�公益的�組� 

���高齢者�閉������護予防��支援 

サ�ン��専門職�派遣 

  ��ク�エ�シ�ン��ニ講演�身近�疑問や不����相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

�地�福祉懇談会等��意見� 

●障�い福祉サ�ビ��内容や利用��方�知��い人�多い� 

●高齢者�相談�や�い窓口�設����い� 

●家族�あ��迷惑�����護サ�ビ��利用�����自宅�最期�迎え�い� 

●障�い�あ�人��親亡�後��日常生活��い��身�回��世話������人や�困�� 

時�相談��人�い��不�� 

●成�後見制度��組������い�手���大変そう� 

●社会福祉法人��派遣����護士�感想 

 �地域�方々�笑顔い��い�過���い�����

う�日頃�世話����い�地域���献活動��

�関わ����大変�意義��感��� 

 ��法人�多職種�職員�一緒�活動�������日

頃�業務�参考����� 

●参加者�感想 

 �専門職�方�来�������い���違う�ク�エ

�シ�ン��������笑������楽�いサ

�ン���� 

 �老人����入所費用や体�状態等�日頃��気��

��い����気軽�聞������������ 

サ�ン���護士����ク�エ�シ�ン�様子 
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���子���子育�家庭�生活困窮者等��支援 

     �各社会福祉法人�相談員�配置��行政やあ���相談支援�ンタ�等�連携��相談 

支援 

     ��倉�����応援団���資金提供 

       �相談員対象�研修会�開催 

     �困窮世帯�引�越�や片���手伝い    等  

 

※�倉�����応援団���成��������日立���� 

    �生活支援���食料�提供や生活用品等�提供�貸出 

�就労支援����ク������や携帯電話�貸出�肌着等�提供 

�閉�������方�居場所�����い�����経費支出 

�修学支援���制服等�����事業��経費支出 

    ����食堂��支援�ネ��ワ�ク化   等 

 

�倉�����応援団 �録者�団体数等� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

●�成�������日��倉�����応援団��録数��企業�団体�個人�併����件�������

増加��い������ニ���対応��事業�拡大��������々支援内容�充実�図�����い�

�� 

●利用者数�増加�������当�助������声�聞�����就職�����や�����い��� 

●�録����い�����随時�食料や生活用品�提供��人�増加�����企業�団体�個人�参加��

助��い�����広���い����後�企業�����多��方々�応援団�参加��い�����う�

情報�信���い���� 

●�倉�����応援団��複�課題�抱え�生活困窮世帯等�生活や自立�支援��������市民や企業

等�社会�献活動やネ��ワ�ク化�支え�広��い�機能�担��い��� 

 



���
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地域福祉�関��市民�意識向�や人材育成�災害時�支え�い�多様化�複雑化��生活課題�対��

相談体制�充実�目指��関�機関�連携�各種事業�行��い��� 

�������少子高齢化�世帯構造�変化等�背景���後��生活課題や福祉ニ���増大�予想�

������生活課題�内容�複雑化�複�化��制度��間�従来�対応��解決�難�いケ���増え

�い��� 

一方�自治公民館や当事者団体等�コ��ニテ��弱体化�進��い�������成�����施行�

社会福祉法�改正����病気や障�い��無�関わ���誰���心��暮������地域共生社会�

実現���対応�求����課題�早期�見�早期対応��組�����急務����い��� 

�う��課題�対応�����第�期計画���地域コ��ニテ��課題対応力�強化�図������

個人や世帯�抱え�問題�早期�見�早期解決���組�����推進�����必須�あ������地

域�福祉ネ��ワ�ク�再構築�������福祉学習�通��コ��ニテ��福祉力�高��行政�専門

機関�地域�福祉ネ��ワ�ク�連携�����地域共生社会��求���包括的支援体制�����進�

�����要�課題��� 

������������総括総括総括総括    
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基本理念基本理念基本理念基本理念    

基本基本基本基本原則原則原則原則    

第�章第�章第�章第�章    計画計画計画計画のののの基本的基本的基本的基本的�考え方�考え方�考え方�考え方          

     

 

誰も�役割�持ち誰も�役割�持ち誰も�役割�持ち誰も�役割�持ち、活躍���地域共生社会の実現、活躍���地域共生社会の実現、活躍���地域共生社会の実現、活躍���地域共生社会の実現    

����．．．．基本基本基本基本理念�理念�理念�理念�基本原則基本原則基本原則基本原則    

����������������い�い��輝く�ちづく�い�い��輝く�ちづく�い�い��輝く�ちづく�い�い��輝く�ちづく�    

�愛着�誇�未来い�い������く�倉���スロ�ガン���第１１次倉�市総�

計画��い��福祉������基本目標��い����健や��過���������子

����高齢者�至����障�い�有無�����わ�������住�慣��地域�安

心��暮���い���う�����協力����支え�い�健や��自���く過���

��������目指��い��� 

 �����地�役員や民生児童委員等��連携�協力����様々�地域福祉活動�展開

�������本格的�人口減少時代�突入������核家族化�進行や高齢者���世

帯�増加等����住民同士�支え�う力�共���向����公的サ�ビス�公��や専

門機関��連携�協働����支援�必要���人�地域全体�支え���いく�����

後����求����い���住民自��地域課題����事��捉え���互い����

意識����様々�支え�い�実践������地域�く��進����  

現在�住�慣��地域�自���い暮���人生�最後��続���������う�住

�い��療��護�予防�生活支援サ�ビス���目�く一体的�提供��地域生活�支え

��組����構築�目指��い��� 

 ��������日的�課題����複�的�問題�抱え�人や世帯��対応�求���

�������断的��包括的�支援体制�構築�必要����い��� 

 高齢者�障�い�あ�人�子����地域�住�����人��一人ひ���暮���生

��い����創��高��う�地域共生社会��実現�向���地域課題�解決���組

�地域�く��進�����������������福祉サ�ビス��い��複�的課題

�対��包括的支援�����う��縦割�����丸�����転換�推進����  



���

�

   本計画�推進�あ���特�必要性�高く�計画期間中��点�置い���組�以��３点�

��点課題����い��� 

 

 

 小地域福祉活動の推進小地域福祉活動の推進小地域福祉活動の推進小地域福祉活動の推進 

  

地域���������希薄化��中��誰��住�慣��地域��そ�人��く暮��続� 

������住民同士�支え�い活動�充実�������要��� 

特��身近�地域����様々�生活課題�対応�������専門職���支援�����

住民同士���自発的�福祉活動��要�役割�果����� 

�後��支え�い活動���充実��������住民一人ひ���抱え�生活課題�い�� 

�相談���住民�主体的�地域課題�解決�試�����体制�く���誰��気軽�集え�

場�く��進���� 

  
人権�福祉学習�担い手づく�の推進人権�福祉学習�担い手づく�の推進人権�福祉学習�担い手づく�の推進人権�福祉学習�担い手づく�の推進     

日々�生活�中��様々�課題�抱え���暮���い�人や�支援�必要�人�増え�い

���地域��支え�い����い���住民一人ひ���福祉意識や人�意識�高����

���生活課題���人事������事������止������要��� 

�後��学校�住民�当事者団体�企業�福祉専門機関等関�者�連携��子��や地域�対

象���人��福祉学習�担い手�く�プロ�ラム��く����協議�場�く��進��福

祉�担い手�育���い����  
    

包括的支援体制の構築包括的支援体制の構築包括的支援体制の構築包括的支援体制の構築      
地域���公的�支援����対応�困難�複�課題�抱え�世帯�少�くあ�����地

域����多様�生活課題�的確�包括的�対応����������越え�断的�支援��

�体制�く���要��� 

 �後��多様�生活課題�抱え�世帯��丸�����止��住民��協働���課題発見

��地域援��あ��専門家�ＣＷ�や地域自立生活支援員�ＣＳＷ��機能�強化�図��総

�相談窓口�核���������越え�相談機関等�ネットワ��化�進�������人

�学習会等�通���住民��利侵害や�利擁護�対��意識�高����     

����．．．．重点的重点的重点的重点的�取�組��重点課題��取�組��重点課題��取�組��重点課題��取�組��重点課題�    

重点重点重点重点����    

重点� 

重点�重点�重点�重点�    



���

�

基本基本基本基本目標目標目標目標    ����    地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進    

基本基本基本基本目標目標目標目標    ����    福祉福祉福祉福祉サ�ビスの適切�利用の促進サ�ビスの適切�利用の促進サ�ビスの適切�利用の促進サ�ビスの適切�利用の促進    

基本基本基本基本目標目標目標目標    ����    地域福祉の推進�向けた環境づく�地域福祉の推進�向けた環境づく�地域福祉の推進�向けた環境づく�地域福祉の推進�向けた環境づく�    

   
 基本理念�実現�向���国�制度や指針�近年�社会環境�変化や�本市���巻く現状�

��踏�え����基本目標�定����         住民�福祉�対��意識�醸��������身近�地域�単位���支え�い����い活

動��進�図���� 

  ���地域福祉�関��活動�活性化�図����福祉学習�充実�������地域福祉� 

担う人材�育�������        地域����様々�生活課題�解決�向���相談支援体制�充実�図������わ��や

�い情報�提供������ 

  ���誰��自���く暮������住民一人ひ���人��尊����利擁護���組

�や�虐待等�人�侵害�早期発見�解決���組����        住民や社会福祉法人�関�機関等�ネットワ������広��地域�課題解決�向���組

��い���� 

���地域�課題解決�向��企業や団体等�持�人材�技術��源�活���社会�献活動 

�推進����   

����．．．．基本基本基本基本目標目標目標目標    





第４期倉吉市地域福祉推進計画体系第４期倉吉市地域福祉推進計画体系第４期倉吉市地域福祉推進計画体系第４期倉吉市地域福祉推進計画体系

基本
方向 �住民�自治公民館�地区社会福祉協議会�地区公民館�社会福祉法人等� 市社会福祉協議会�役割

�地区を単位���新た
�福祉�防災推進�た�
�ネッ�ワ�����

�地区���地区公民館等を�点����地区�各団体�現状���た組織�
��を検討����
�地区を単位���新た�ネッ�ワ�������福祉活動�担い手����
�ン������プ���を進�������各種団体�連携�����必要
�活動を企��実施��調整役����地区コ���ネ�タ���養成及�配
置を推進����

�コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ�を配置��相談や見守�等�個�支援活動
を中心�地区�活動を支援����
�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�を配置��ネッ�ワ��
���や地域福祉活動�企��実施を中心�地区�活動を支援����
�地区コ���ネ�タ��養成及�配置を支援����

�各地区�����点���を�進����
�コ�ュニ��ワ�カ�及�コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ��配置を支援�
���
�地区コ���ネ�タ��地区�有給�タッフ��配置�向��検討を進��
��
�地域福祉�関��活動を支援����
�地区担当保健師等���地域へ�専門的�支援を行い���

�地区を単位���相
談�情報提供体制�確立

�地区���地区��点施設�相談窓口を設置����
�住民�団体等�協力����地区�相談窓口�活動を担う地区相談員�配置
を検討����
�地区�相談窓口���各専門機関�支援や連携����課題解決�向�た協
議を行い���
�住民�団体等��地域�課題や気��を地区�相談窓口�����解決�た
��協議�加わ����
�地区���住民�相談�対応����う�様々�情報提供体制�整備を検討
����

�地区相談員�養成研修を担い�配置を支援����
�コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ��地区を訪問��常設型�相談機能を支援
����
�地区�課題解決�向�た協議�参加��情報収集�提供�地域課題�把握を
行う�����総�相談や関�機関�連携�支援����
�地区��情報提供体制���を支援����

�地区相談窓口�設置を支援����
�地区相談員�養成を支援����
�地域課題解決�向��関�機関��連携を強化����
�地区��情報提供体制���を支援����

�地区を単位���福
祉�防災活動�充実

�地区��点施設を活用��常設型�集い�場�サ�ン�カフ�����を検
討����常設型�集い�場��い���介護予防活動を実施�た��認知症
�方や��い児�者等�当事者�住民�気軽�交流���共生型サ�ン�カ
フ���開設を目指����
�地域課題�解決�向���必要�活動や�組����を推進����
�地区���福祉や防災�関��研修�充実を図����
�住民や団体等��地区を単位���福祉や防災�関��研修や活動�積極的
�参加�た��積極的���組����
�地区���災害時要支援者を対象����当事者団体や専門職�連携�た避
難訓練を実施����

�福祉や防災�関��研修や活動を支援����
�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�やコ�ュニ��ソ��ャ
�ワ�カ��地区�開催���会や活動�積極的�参加����
�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�やコ�ュニ��ソ��ャ
�ワ�カ���常設型�集い�場���を支援�������各種専門機関�
連携�����共生型サ�ン�カフ���開設を支援����

�地区����福祉や防災�関��研修等�積極的�職員を派遣�����活
動を支援����
�地区を単位���福祉�防災活動へ��政的支援を�充����

�自治公民館�集落��
��福祉�防災活動��
進

�自治公民館�加入率向上������
�地区を単位���ネッ�ワ���連携�����自治公民館�集落を単位�
��サ�ン活動や支え愛�ップ����避難訓練等�福祉�防災活動を推進�
���
�住民��自治公民館�開催���サ�ン活動や支え愛�ップ����避難訓
練等�福祉や防災活動�積極的�参加����
�住民��困�た人や地域�課題�気�いた時���民生児童委員や班長�公
民館長等�積極的�発信����
�自治公民館��サ�ン活動や支え愛�ップ����避難訓練等�福祉や防災
活動�積極的���組����
�自治公民館��自治公民館�解決���い課題等��い���地区�相談窓
口�������
�住民や�自治公民館��住民�孤立を防�た��見守�や活動を行い���

�福祉や防災�関��研修や活動を支援����
�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�やコ�ュニ��ソ��ャ
�ワ�カ��自治公民館�開催���会や活動�積極的�参加����

�住民�自治公民館加入�関��啓発を行い���
�高齢者世帯���い�あ�人�子育�世帯等を把握��地域��情報共有�
�����
�支え愛�ップ�作成や更新����職員を派遣��自治公民館等����地
域�防災減災活動を支援����
�災害時要配慮者避難支援プ�ンを推進����
�自治公民館等����サ�ン活動や開設を支援����
�住民���見守�活動を支援����

���ン����ンタ�
�機能強化

�住民����ン���活動へ�理解を深��積極的�活動�参加����
�住民����ン������支援�必要�人�情報を把握��地区�相談窓
口へ������
�地区��住民�相談を��た��必要�あ����ン����ンタ�へ��
����
�住民��災害��ン���活動へ�理解を深��参加������
�自治公民館�地区���認知症サ��タ�やあいサ��タ�等�養成�活動
を推進����

���ン����養成研修�充実������
���ン���コ���ネ�タ�を育成����
�地区�必要������ン���ニ��を積極的�把握����
���ン���を希望��人�����最適���ン���活動�場を提供�
���
���ン���団体やNPO等�相互交流や連携を推進����
�企業や団体等�社会�献活動を��た���積極的�呼���や研修等を実
施����

���ン����ンタ��機能強化を支援����

�市民福祉活動��進 �住民�自治公民館�地区���市民福祉活動へ�理解を深��参加����
��

�福祉活動へ�支援や団体�立ち上�支援������
�地域福祉を考え�機会を提供����

��ち���活動を支援����

民間�期待���役割
基本計� 行政�役割

小
地
域
福
祉
活
動
�
推
進

�
�
ン
�
�
�
�
市
民
福
祉
活
動
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推
進
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基本
方向 �住民�自治公民館�地区社会福祉協議会�地区公民館�社会福祉法人等� 市社会福祉協議会�役割

�学校�当事者�地域�
連携���人権�福祉学
習�協議�場���

�地区���学校�住民�当事者団体�企業�福祉専門機関等関�者�連携
��子��や地域を対象��た人権�福祉学習�プ����を���た��協
議�場を設置����

�地区��人権�福祉プ�������を支援����
�市全体���当事者�含�学校�住民�当事者団体�企業�福祉専門機関等
関�者��プ����を���た��協議�場を設置����

�教育部門や人権部門等必要�部門�連携��人権�福祉学習�協議�場��
�を支援����

�子��を対象���人
権�福祉学習�充実

�学校��人権�福祉学習を積極的���組��体験型��実践型学習へ�転
換を図��子���地域��福祉活動や当事者へ�理解を深����
�地区���子���福祉学習�場����小�中�高校生�大学生等��入
�を行い���
�社会福祉法人�企業等�地区���教育機関�連携���子��向�福祉学
習プ�����参���福祉学習を実践���場�提供������

�園�学校�地域�双方向�相互連携を図�����住民�当事者�参加を通
���従来�車い�体験等�体験型学習��実践型学習へ�転換を図��子�
��成長段階�応�た福祉学習�体系を������
�市福祉教育推進連絡協議会�参���子���人権�福祉学習を支援��
��

�教育部門�人権部門�福祉部門��連携を強化����

�地域を対象���人
権�福祉学習�充実

�住民��人権�福祉学習�積極的�参加��福祉活動や当事者へ�理解を深
����
�自治公民館�地区���人権�福祉学習�機会�提供������

�企業�学校�当事者等様々�関�機関�連携��人権�福祉学習�体系を�
�����

�人権部門や教育部門�連携��高齢者���い�あ�人�子���外国人等
へ�理解��進を図����
��内学習会�開催を支援����
�認知症サ��タ�やあいサ��タ�等養成講�を����実施��地域福祉
推進�た��人材�確保を図����

�倉�市社会福祉協議会
�基盤強化

�住民�自治公民館�企業�社会福祉法人等��地域福祉へ�理解を深��共
同募金等���寄付や�各種会費��出������

�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�やコ�ュニ��ソ��ャ
�ワ�カ���地域������チ����う�組織体制�事業を見直��地
域福祉推進�機能を強化����
�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ��コ�ュニ��ソ��ャ
�ワ�カ��適��配置を��研修へ�積極的�参加や内部研修を通���福
祉�視点を持ち�地域�ニ��を的確�捉え�解決��い��職員を育成��
��

�倉�市社会福祉協議会�運営を支援����
�専門職�適��配置等�組織体制�見直�を支援����

�新�い�源����推
進

�住民�企業等�積極的�寄付������ �社協�対��理解を深��た���組を強化��民間���新た�寄付金等
�確保������

�地域福祉活動�情報提供����地域福祉活動�支援�意識を高����
�福祉事業�企��基��ふ���納税�活用を検討����

�相談支援体制�充実 �住民��生活課題�把握����困��い�人�気�いた時���課題をわ
������捉え�民生児童委員や関�機関�地区�相談窓口�������
�地区�相談窓口��い���地区内�地域課題�生活課題�解決�向��住
民�話��う体制���������
�地区���課題解決�た��住民�専門職�関�機関協働�共生型支援会議
を開催��早期�支援��体制���������

�コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ��機能を強化��地域ニ��を把握��た
������チ���体制を������
�地区�相談窓口�解決���い����コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ��
中心����行政や関�機関�連携��地区��い�共生型支援会議を開催�
���
�地区��い�解決���い����コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ����
�役����総�相談窓口へ������
�民間�解決���い����プ�����会議�検討��必要��組���
�������
�複�的�課題�対応����う�包括的�相談支援体制を構築����
�研修会�積極的�参加�������内部研修を充実��コ�ュニ��ソ�
�ャ�ワ�カ�����資質向上を図����

�地区����住民�気軽�相談���窓口�設置を支援����
�地区����相談窓口�総�相談窓口及�各専門機関��連携体制を構築�
���
�地域包括支援�ンタ�や��い者地域生活支援�ンタ��子育�支援�ン
タ�等�相談体制�充実を図����
�住民�把握�た課題を地域�包括的������課題解決���た協議を行
う共生型支援会議�参加��支援����
�地区��い�解決���い課題��い���庁内�プ�����会議��い
�協議��課題解決�た���組����������
�複�的課題�対応���包括的�総�相談窓口を設置����

基本計� 行政�役割
民間�期待���役割
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基本
方向 �住民�自治公民館�地区社会福祉協議会�地区公民館�社会福祉法人等� 市社会福祉協議会�役割

�高齢���い及�子育
�支援等�分野を越えた
サ�ビ��展開

�地区��点施設を活用��常設型�集い�場�サ�ン�カフ�����を検
討����常設型�集い�場��い���介護予防活動を実施�た��認知症
�方や��い児�者等�当事者�住民�気軽�交流���共生型サ�ン�カ
フ���開設を目指�����再掲Ⅰ-1-��
�地域課題�解決�向���必要�活動や�組����を推進�����再掲
Ⅰ-1-��
�住民�企業�団体�社会福祉法人等��地域�複�的課題�解決�向���
積極的�技術や機能等を活��������倉�����応援団�等�参加
��連携����組����

�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�やコ�ュニ��ソ��ャ
�ワ�カ���常設型�集い�場���を支援�������各種専門機関�
連携�����共生型サ�ン�カフ���開設を支援�����再掲Ⅰ-1-��
�複�的�課題解決等�た���住民�団体�企業�福祉専門機関等�協働
��必要��組����������い��組�を充実����

�地区�共生型サ�ン�カフ���開設を�進����
������や孤立を��い�人等�制��狭間�い�人を対象��たサ�ビ
�を�進����
�共生型サ�ビ���進を図����
�高齢者や��い者等�消費者被害�防��向�た��組�を�進����

�権利擁護機能�強化 �住民��権利擁護�関��講習会�研修会�積極的�参加��権利擁護�意
識を高����
�住民��権利侵害�疑いや�困��い�人�気�いた��気������あ
���民生児童委員や関�機関�������
�自治公民館や地区���住民�権利擁護�意識�高���う�人権学習会等
を開催����
�社会福祉法人や企業��職員や社員�権利擁護�意識�高���う�人権学
習会等を開催����

�住民���相談�柔軟�対応����う���関�機関�連携��相談窓口
�充実を図����
�日常生活自立支援事業や成年後見事業�強化を図����
�行政や関�機関�連携��市民後見人を養成��活動を支援����
�日常生活自立支援事業や成年後見事業�利用�至��い人等���断��力
�衰えた人等�生活を支援��た��柔軟��組�を新た�検討����

�市民後見人養成講�を����実施����
�制��周知������
�権利擁護�関��市民向��研修を積極的�行い�情報公開������
��虐待等�早期発見�早期対応�強化を図����
�地域包括支援�ンタ�や地区�相談窓口等��連携体制を構築����
�地域����人権学習会等�積極的�職員を派遣����いや��い�あ�
人�高齢者�子��等�関��住民�理解��進を図����

�情報提供体制�充実 �住民��市や社協�広報紙等�提供���情報��い�積極的�把握���
���
�住民��地域�開催���出前講�等�積極的�参加����
�相談窓口�把握������
�地区���相談窓口�情報を積極的�発信�����再掲Ⅰ-1-��

�広報紙や������等�様々�媒体����制�や相談窓口�周知を図�
���
�コ�ュニ���ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�やコ�ュニ��ソ�
�ャ�ワ�カ��地域��様々�会議や住民�集��機会�積極的�出向��
制�や相談窓口�周知���������地域�情報�把握������
�民生児童委員や各種支援�ンタ�等��連携����積極的�情報�提供を
行う�����把握������

�地区�相談窓口や総�相談窓口等�相談支援窓口�周知������
�地区�相談窓口�総�相談窓口�専門相談機関�行政�気軽�相談���関
����を推進����
�必要�情報�必要�人�届��う�既存�情報提供�併せ�地域や団体へ�
出前講����積極的�情報提供������
�市報や������等様々�媒体����各種サ�ビ�や制����情報を
分��や��提供���う�����

�社会福祉法人�福祉事
業所�地域����公益
的��組��推進

�社会福祉法人��地区�会議等�参加��専門性を活���地域�課題解決
�向�た公益的�組������
�社会福祉法人��地域�課題解決�向�た社協�開催��地域関�者や行政
等�構成��意見交換会等�ネッ�ワ���積極的�参加����
�社会福祉法人���倉�����応援団�へ�参加������
�社会福祉法人�������人�就労を支援��た��中間的就労を含�た
������事�場���������
�社会福祉法人��公益的�組�����法人�連携��行う事業�参加��
��事業所や異��業種�職員������組������業種��交流や職
員�資質向上を図����

�市内�社会福祉法人�公益的�組を行いや�い�う�地域課題を把握��課
題解決�向�た意見を交換���場����社会福祉法人や地域関�者�行政
等�参加��ネッ�ワ�����意見交換会を開催����
�多職種�情報交換等を行う������社会福祉施設連絡協議会�活動を支
援����
�社会福祉法人�連携��行う地域����公益的�組���実施��い�サ
�ンへ�支援��い��サ�ン�社会福祉法人�活動調整を行う�����積
極的�参加����
�社会福祉法人�連携��行う地域����公益的�組���実施��い�
�倉�����応援団���源��出や相談窓口�設置等を呼����住民�
生活を応援�������社会福祉法人等�職員向��研修を行い���
�社会福祉法人�地域�課題解決�向�たネッ�ワ���参加����う��
��役������

�社協�実施��社会福祉法人等�意見交換会や�市内�社会福祉法人等�連
携��行う地域����公益的�組等�ネッ�ワ���参加��地域�ニ��
を把握�������発信������
�地域課題解決�向��社会福祉法人等�公益的�活動を�進����
�研修等へ�参加�支援を����
�社会福祉充実計��作成を支援����

�企業�団体�地域��
�公益的��組��推進

�住民��持��い�技術等を活��社会�献活動������
�企業�団体等��人材や技術��源を提供��地域課題�解決�向��住民
や関�機関等�ネッ�ワ���参加�������社会�献活動������
�住民�企業�団体等���倉�����応援団�へ�参加������
�住民�企業�団体等��中間的就労を含�た������事�場�����
����

�企業や団体等�社会�献活動を��た���積極的�呼���や研修等を実
施����
��倉�����応援団��事務局����住民や企業�団体等�積極的�参
加を呼������
��倉�����応援団���源や�提供���物等を活���市民�生活を
応援����
�企業や団体等�地域�課題解決�向�たネッ�ワ���参加����う��
��役������

�企業や団体等へ�社会�献活動�関��情報提供を行い���

行政�役割
民間�期待���役割

基本計�
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�

���

�

�現状�課題 

��後�方向性 

第４章第４章第４章第４章    具体的�具体的�具体的�具体的�取組み取組み取組み取組み           
基本方向基本方向基本方向基本方向    １．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進                                            

  
急��進�少子高齢化����福祉サ�ビ�を必要���人�増加��一方�核家族化�進展�� 

��家族�支援を������困難�状態��������在宅生活を支え��護��療職�い��人 

材�大��不足�����見込����後�既存�公的サ�ビ�����生活を支え���い状況��

���あ����    
地域����支え�い����い����誰��地域��孤立���������慣��地域�最期 

��暮�せ������を推進��必要�あ���� 

地�を単�����民�気軽�集い交流��場を設��生活課題�把握や課題を解決�����議 

論�行わ��������誰����慣��地域�最期��暮�せ������を進����   

ⅠⅠⅠⅠ    地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進    

基本計画 �地区�地区�地区�地区を単位とす�を単位とす�を単位とす�を単位とす�新た�新た�新た�新た�福祉�防災推進のためのネットワ�クづく�福祉�防災推進のためのネットワ�クづく�福祉�防災推進のためのネットワ�クづく�福祉�防災推進のためのネットワ�クづく� 

将来像 

�地�公民館等��常設型�地�相談窓口を設置���民ニ��をい�早�把握��各種�専門

機関�支援や連携����早期�支援体制��������う���������地�相談窓

口�情報発信�点�����民�保健�療福祉や防災等�情報を気軽�入手����� 

�地�公民館等��各種�専門機関�支援や連携�����民主体�ボ�ン���組織を設置

��見����否確認活動や�護予防活動�常設型サロン���地域�課題解決����様々

�生活支援活動を企��実施��い��� 

�地�公民館等��各種�専門機関や団体�連携�����高齢者や認知症���い�あ�人�

子育�中�親や子��等�課題を抱え�当事者���家族�集い�地域�民�積極的�交流�

����い����自分���暮�せ��地域共生社会��実現�向����組�を推進��

い��� 



�

���

�

�具体的��組� 

※ 

  
役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �地����地�公民館等を�点����地��各団体�現状����

組織���を検討���� 

�地�を単����新��ネッ�ワ�������福祉活動�担い手�

��ボ�ン������プ���を進�������各種団体�連携

�����必要�活動を企��実施��調整役����地�コ���

ネ�タ���養�及び配置を推進���� 

 市社会福祉協議会 �コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ�を配置��相談や見��等�個別支 

援活動を中心�地��活動を支援���� 

�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�を配置��ネッ�

ワ�����や地域福祉活動�企��実施を中心�地��活動を支援

���� 

�地�コ���ネ�タ��養�及び配置を支援���� 

行政 �各地������点���を�進���� 

�コ�ュニ��ワ�カ�及びコ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ��配置を

支援���� 

�地�コ���ネ�タ��地���給�タッフ��配置�向��検討を

進���� 

�地域福祉�関��活動を支援���� 

�地�担当保健師等���地域へ�専門的�支援を行い��� 

�

��点課題���図��地域課題�解決�地域共生社会�実現�向�������役割��見え��

本市����地�を単����新��福祉ネッ�ワ����メ��図����

   行政�分����組織体制�併せ各地域組織�あ����相互�連携�弱������複雑化��

地域課題�増加傾向�あ�中��各組織�会員や担い手�不足等����各組織�自主的�活動��

���困難����い����

   各地域組織�抱え�課題へ�対応���民�主体的�地域課題�解決を試�����体制���

�向��地�公民館等を�点����民�気軽�集う場�相談機能を整備�������各組織�

���地�ボ�ン����福祉部門������活動を支援��一方�各組織�活動�地�ボ�ン

����支援��互い�支え�う体制を理想������あ��現在�第�次倉�市行財政改革計

������������い�検討���い�地�公民館�あ�方�協議�結果を踏�え��後�

地域や市役所庁内各課��調整�連携����実現�向����組�������

※生活支援コ���ネ�タ�…地域��い�生活支援等サ�ビ��提供体制�構築�向��コ���ネ��機能�主�資源開

発やネッ�ワ��構築�機能�を果��人を生活支援コ���ネ�タ��地域支え愛推進員��

いう� 



�

���

�

※� ＣＷ…社会福祉�関��専門的知識を���社会資源�開発等�地域援�技術等を活用���地域援��あ��専門職 

を�コ�ュニ��ワ�カ��いう� 

※「 ＣＳＷ…コ�ュニ��ソ��ャ�ワ���地域自立生活支援�あ��個人�本人�家族��ニ��を����公的サ�

ビ�や�ンフ����サ�ビ�を�����地域�福祉力を支援��手法����を行う専門職をコ�ュニ��

ソ－�ャ�ワ�カ��いう� 

�

 

  



�

���

�

�現状�課題 

��後�方向性 

�具体的��組� 

    
基本方向基本方向基本方向基本方向    １．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進          

高齢化や家族形態�変化����身近�悩�や不�を相談��人�い�い��や�相談先�分�� 

�い���問題を抱え込�孤立����う人�い���   
�民�身近�地域���民�気軽�相談���体制を図���民�抱え�様々�生活課題�把握� 

  ���地域�人�知識や経験���������課題解決�����言や早期�支援���体制��

必要�応��専門機関����体制を整備����   
役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �地����地���点施設�相談窓口を設置���� 

��民�団体等�協力����地��相談窓口�活動を担う地�相談員

�配置を検討���� 

�地��相談窓口���各専門機関�支援や連携����課題解決�向

��協議を行い��� 

��民�団体等��地域�課題や気��を地��相談窓口�����解

決����協議�加わ���� 

�地�����民�相談�対応����う�様々�情報提供体制�整備

を検討���� 

 市社会福祉協議会 �地�相談員�養�研修を担い�配置を支援���� 

�コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ��地�を訪問��常設型�相談機

能を支援���� 

�地��課題解決�向��共生型支援会議�参加��情報収集�提供�

地域課題�把握を行う�����総�相談や関�機関�連携�支援

���� 

�地���情報提供体制���を支援���� 

行政 �地�相談窓口�設置を支援���� 

�地�相談員�養�を支援���� 

�地域課題解決�向��関�機関��連携を強化���� 

�地���情報提供体制���を支援����  
ⅠⅠⅠⅠ    地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進    

基本計画 �地区�地区�地区�地区を単位とす�相談を単位とす�相談を単位とす�相談を単位とす�相談����情報提供体制の確立情報提供体制の確立情報提供体制の確立情報提供体制の確立    



�

���

�

�現状�課題 

��後�方向性 

�具体的��組� 

  
基本方向基本方向基本方向基本方向    １．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進            

現在�本市を含��全国各地�大規模�災害�起��い������８�����発生��鳥�県 

中部地震�����民参加型�防災�支え愛�ップを作�����防災意識や地域��支え�い�意 

識�高���い�����現状��十分�防災体制�整��い���言え�い状態���     避��������い自然災害�対��日頃���地域��������互い�命を���要�要

素���サロン活動や�護予防活動���誰��気軽�集い�子��や高齢者���い�あ�人��

交流を通��日����地域�暮��人を知��要配慮者�把握�情報共�����地域��支援�

自主防災組織�行政��一体的�支援体制を整備����   
役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �地���点施設を活用��常設型�集い�場�サロン�カフ�����

を検討����常設型�集い�場��い����護予防活動を実施��

��認知症�方や��い児�者等�当事者��民�気軽�交流���共

生型サロン�カフ���開設を目指���� 

�地域課題�解決�向���必要�活動や仕組����を推進���� 

�地����福祉や防災�関��研修�充実を図���� 

��民や団体等��地�を単����福祉や防災�関��研修や活動�積

極的�参加����積極的���組���� 

�地����災害時要配慮者を対象����当事者団体や専門職�連携�

�避難訓練を実施���� 

 市社会福祉協議会 �福祉や防災�関��研修や活動を支援���� 

�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�やコ�ュニ��ソ�

�ャ�ワ�カ��地��開催���会や活動�積極的�参加���� 

�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�やコ�ュニ��ソ�

�ャ�ワ�カ���常設型�集い�場���を支援�������各種

専門機関�連携�����共生型サロン�カフ���開設を支援���� 

行政 �地�����福祉や防災�関��研修等�積極的�職員を派遣���

��活動を支援���� 

�地�を単����福祉�防災活動へ�財政的支援を�充���� 

ⅠⅠⅠⅠ    地域福祉�関地域福祉�関地域福祉�関地域福祉�関す�す�す�す�活動への住民の参加促進活動への住民の参加促進活動への住民の参加促進活動への住民の参加促進    

基本計画 �地区�地区�地区�地区を単位とす�福祉�防災活動の充実を単位とす�福祉�防災活動の充実を単位とす�福祉�防災活動の充実を単位とす�福祉�防災活動の充実 



�

���

�

�現状�課題 

��後�方向性 

�具体的��組� 

     
基本方向基本方向基本方向基本方向    １．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進１．小地域福祉活動の推進           

自治会加入率���や地域交流�希薄化��中��一人暮��や高齢者���世帯�割���々増 

加�����地域�見��体制���虐待や孤立化�予防や早期発見���仕組��必要���   
���８�����発生��鳥�県中部地震�経験���高齢者や��い�あ�人�子育�世代� 

��避難�困難�や�発災直後�避難支援を行��大部分�地域�民同士�あ��事���日常的�

地域�����や支え�い�活性化�情報共��強化����地域�民同士��避難支援�確立を目

指����     
役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �自治公民館�加入率向������� 

�地�を単����ネッ�ワ���連携�����自治公民館�集落を単�

���サロン活動や支え愛�ップ����避難訓練等�福祉�防災活動を

推進���� 

��民��自治公民館�開催���サロン活動や支え愛�ップ����避難

訓練等�福祉や防災活動�積極的�参加���� 

��民��困��人や地域�課題�気�い�時���民生児童委員や班長�

公民館長等�積極的�発信���� 

�自治公民館��サロン活動や支え愛�ップ����避難訓練等�福祉や防

災活動�積極的���組���� 

�自治公民館��自治公民館�解決���い課題等��い���地��相談

窓口������� 

��民や�自治公民館���民�孤立を防����見��や活動を行い�

�� 

 市社会福祉協議会 �福祉や防災�関��研修や活動を支援���� 

�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�やコ�ュニ��ソ�

�ャ�ワ�カ��自治公民館�開催���会や活動�積極的�参加��

�� 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ    地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進地域福祉�関す�活動への住民の参加促進    

基本計画 �自治公民館�自治公民館�自治公民館�自治公民館�集落�おけ��集落�おけ��集落�おけ��集落�おけ�福祉福祉福祉福祉�防災活動の促進�防災活動の促進�防災活動の促進�防災活動の促進    



�

���

�

行政 ��民�自治公民館加入�関��啓発を行い��� 

�高齢者世帯���い�あ�人�子育�世帯等を把握��地域��情報共�

������ 

�支え愛�ップ�作�や更新����職員を派遣��自治公民館等���

�地域�防災減災活動を支援���� 

�災害時要配慮者避難支援プ�ンを推進���� 

�自治公民館等����サロン活動や開設を支援���� 

��民���見��活動を支援���� 

 

各������活動を整理���Ｐ５８��う������  



�

���

�

※1地�コ���ネ�タ�…地域や個人�抱え�課題を�民自��問題���捉え���解決�向��地域���組�を支援����を 

目的��地域�民�行政等�連携����次�業務を行う者 

  ■地域や集落�状況調査�課題把握 ■地域��民�行政等��連絡調整 ■課題解決�向��協議 ■地域や集落�活性化�向�

�情報収集や活動支援 等 

 

※「 コ�ュニ���ソ��ャ�ワ��…地域自立生活支援�個人�本人�家族��ニ��を����公的サ�ビ�や�ンフ����サ�

ビ�を�����地域�福祉力を支援��手法����を行う専門職をコ�ュニ��ソ－�ャ�ワ�カ��いう�      

※「 

�地域福祉を推進�����生活圏域� 

地域 主�福祉推進機能や具体的���組�例 

自治公民館�

�� 

 

◎自治公民館�民生児童委員�福祉協力員等�連携���見��活動 

◎近隣�民�世帯�抱え�困���を把握��解決�向��地域�身近�相談窓

口等へ繋� 

◎自治会�集落サロンボ�ン���へ�参加 

 ◎�民�自主的活動�学習機会へ�参加 等 

�具体的���組�例� 

○見��支援活動  ○支え�い����い�意識�醸� 

○支え愛�ップ�防災�ップ�作�  ○��事意識���課題解決 

○ふ�あい�い�い�サロン 

 ○�内学習会 

地�公民館�

�� 

 

◎地�公民館 

◎福祉ネッ�ワ���検討 

 →地�公民館等を常設型�点���確保 

 →�民�気軽�相談���場���を推進 

 →相談員�ボ�ン���を養� 

 →地�コ���ネ�タ�を配置 

◎地�社協�地�民協�地�自治公→ネッ�ワ���構築 

◎地�ボ�ン����配置 

�具体的���組�例� 

 ○見��支援活動  ○常設型�サロン�活動  ○地域福祉活動 

 ○ふ�あい給食サ�ビ� ○福祉学習 

倉�市全域 ◎市役所 

◎倉�市社会福祉協議会 

◎地域包括支援�ンタ����い者地域生活支援�ンタ��子育�支援�ンタ� 

◎福祉施設�福祉�保健��療サ�ビ�事業所�企業 

�具体的���組�� 

○総�相談窓口�設置 ○庁内プロ����会議�開催 

○コ�ュニ��ソ��ャ�ワ��  ○社会資源�開発 

 

 

※1 



���

�

�現状�課題 

�今後�方向性 

�具体的��組� 

 
基本方向基本方向基本方向基本方向    �．ボランテ���市民福祉活動の推進�．ボランテ���市民福祉活動の推進�．ボランテ���市民福祉活動の推進�．ボランテ���市民福祉活動の推進                       

今後��少子高齢化�人口減少������� 1世帯あた��人数�減����支え�必要�� 

�人�増加�予測�����ン���ニ���多様化や支え�側�新た�担い手�求������   
住民�持�専門的�知識や技術�経験�十��活����活����ン���活動�����う 

サ���体制�充実�せ���   
役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �住民����ン���活動��理解�深��積極的�活動�参加���� 

�住民����ン������支援�必要�人�情報�把握��地区�相談窓

口������� 

�地区��住民�相談���た��必要�あ����ン����ン�����

���� 

�住民��災害��ン���活動��理解�深��参加�努���� 

�自治公民館�地区���認知症サ����やあいサ����等�養��活動

�推進���� 

 市社会福祉協議会 ���ン����養�研修�充実�努���� 

���ン���コ���ネ����育����� 

�地区�必要������ン���ニ���積極的�把握���� 

���ン����希望��人�����最適���ン���活動�場�提供�

��� 

���ン���団体や NPO 等�相互交流や連携�推進���� 

�企業や団体等�社会貢献活動���た���積極的�呼び��や研修等�実

施���� 

行政 ���ン����ン���機能強化�支援���� 

ⅠⅠⅠⅠ    地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進    

基本計画 ����ボランテ��ボランテ��ボランテ��ボランテ��センタ�センタ�センタ�センタ�の機能強化の機能強化の機能強化の機能強化 

将来像 

���ン����ン���多��人���ン����録����ン���地域�ニ���寄せ���

活動�調整�活��行わ��い��� 

�地域住民�役割�持ち�や��い�感��積極的���ン���や福祉活動�行��い��� 



���

�

�現状�課題 

�今後�方向性 

�具体的��組� 

     
基本方向基本方向基本方向基本方向    �．ボランテ���市民福祉活動の推進�．ボランテ���市民福祉活動の推進�．ボランテ���市民福祉活動の推進�．ボランテ���市民福祉活動の推進           

地域活動�参加�た人��地域交流���生活課題��見や予防������い���高齢者や

��い�あ�人�子���地域活動�関心�あ�����参加��機会��い人�誰��参加�や

�い環境����必要���   
福祉活動�関��情報�充実�せ�市民や団体�福祉活動�活��行わ��������次世代

�����や後�者�い�た人材�育��������   
役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �住民�自治公民館�地区���市民福祉活動��理解�深��参加�

努���� 

 市社会福祉協議会 �福祉活動��支援や団体�立ち上�支援�努���� 

�地域福祉�考え�機会�提供���� 

行政 ��ち���活動�支援����           
ⅠⅠⅠⅠ    地域地域地域地域福祉福祉福祉福祉にににに関す�活動への住民の参加促進関す�活動への住民の参加促進関す�活動への住民の参加促進関す�活動への住民の参加促進    

基本計画 �市民�市民�市民�市民福祉活動の促進福祉活動の促進福祉活動の促進福祉活動の促進 



���

�

�現状�課題 

�今後�方向性 

�具体的��組� 

         
基本方向基本方向基本方向基本方向    �．�．�．�．人権�人権�人権�人権�福祉学習�担い手づく�の推進福祉学習�担い手づく�の推進福祉学習�担い手づく�の推進福祉学習�担い手づく�の推進                              

現在�地域や学校��い��人権�福祉学習�行わ��い����地域共生社会�実現�向�� 

認知症や難病���い�あ�人やそ�家族�学校�住民�企業�福祉専門機関等�連携��子�� 

��大人����間��学ぶ������プロ����必要���   
プロ����協議��場�設置��地域全体�福祉���効果的�学��体制����努����   

役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �地区���学校�住民�当事者団体�企業�福祉専門機関等関�者�

連携��子��や地域�対象��た人権�福祉学習�プロ�����

��た��協議�場�設置���� 

 市社会福祉協議会 �地区��人権�福祉プロ�������支援���� 

�地区��プロ���������協議�場�設置�支援���� 

�市全体���当事者�含�学校�住民�当事者団体�企業�福祉専門

機関等関�者��プロ�������た��協議�場�設置���� 

行政 �教育部門や人権部門等必要�部門�連携��人権�福祉学習�協議�

場����支援����  
ⅠⅠⅠⅠ    地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進    

基本計画 ����学校�当事者�地域の連携によ�学校�当事者�地域の連携によ�学校�当事者�地域の連携によ�学校�当事者�地域の連携によ�人権�人権�人権�人権�福祉学習の協議の場づく�福祉学習の協議の場づく�福祉学習の協議の場づく�福祉学習の協議の場づく� 

将来像 

�学校�企業�当事者団体�事業所等�����機関�団体�参加�たネッ�ワ���形��

��住民�福祉課題��他人事������事������止����効果的�福祉学習�プ

ロ�������進����い��� 

�学校内や地域��い��子��や学生向��福祉学習プロ����充実��福祉活動�関心�

持�人�増えい���� 

�当事者�家族�福祉学習プロ����参加����いや認知症�難病等�理解�進�向�た活

動�積極的�展開��い��� 



���

�

�現状�課題 

�今後�方向性 

�具体的��組� 

              
基本方向基本方向基本方向基本方向    �．�．�．�．人権�人権�人権�人権�福祉学習�担い手づく�の推進福祉学習�担い手づく�の推進福祉学習�担い手づく�の推進福祉学習�担い手づく�の推進                  

地域福祉�推進���あた����地域活動�担い手�増や����重要����た�相手�思 

いや�支え合う気持ち��子���頃�学び�大��影響��た��子���頃��地域や福祉� 

人権��い�学ぶ������機会�充実�せ����必要���   
�����立場や専門性�異��複数�者�協働�企��た福祉学習プロ����実施��豊� 

�学び�中�福祉�携わ�将来�担い手�養�����   
役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �学校��人権�福祉学習�積極的���組��体験型��実践型学習

��転換�図��子���地域��福祉活動や当事者��理解�深

���� 

�地区���子���福祉学習�場����小�中�高校生�大学生等

��入��行い��� 

�社会福祉法人�企業等�地区���教育機関�連携���子��向�

福祉学習プロ����参���福祉学習�実践���場�提供�努

���� 

 市社会福祉協議会 �園�学校�地域�双方向�相互連携�図�����住民�当事者�参

加�通���従来�車い�体験等�体験型学習��実践型学習��

転換�図��子����長段階�応�た福祉学習�体系�����

�� 

�市福祉教育推進連絡協議会�参���子���人権�福祉学習�支援

���� 

行政 �教育部門�人権部門�福祉部門��連携�強化����   
ⅠⅠⅠⅠ    地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進    

基本計画 ����子�もを対象�す�子�もを対象�す�子�もを対象�す�子�もを対象�す�人権�人権�人権�人権�福祉学習の充実福祉学習の充実福祉学習の充実福祉学習の充実 



���

�

�現状�課題 

�今後�方向性 

�具体的��組� 

           
基本方向基本方向基本方向基本方向    �．�．�．�．人権�人権�人権�人権�福祉学習�担い手づく�の推進福祉学習�担い手づく�の推進福祉学習�担い手づく�の推進福祉学習�担い手づく�の推進          支援�必要���人�増加������地域福祉�関心�持ち���組��参加��人�増や

��い��������せ��地域活動や�����学習�機会�積極的�参加����いや認

知症�難病や子育�世代�抱え�問題�知��課題解決���組�過程�支え�学習�必要���   
地域�当事者�学校�企業�行政等様々�関�機関�連携�た人権�福祉学習�プロ����

基���高齢者���い�あ�人�外国人等������理解�進�図����    
  重点課題２�図��人権�福祉学習�担い手���プロ����推進��上��幼児���人�� 

 ��長段階�応�た目標�設定��活動例�示�た���ジ図��� 

  地域共生社会�実現�向��市社会福祉協議会�中心����子��や地域�対象��た人権�福祉 

学習�担い手����プロ�������た��協議�場����進�������学校�住民�当事

者団体�企業�福祉専門機関等関�者�連携����福祉学習プロ��������実践��い�中

��地域課題����事����捉え�事����福祉�担い手�育���い����  

役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �住民��人権�福祉学習�積極的�参加��福祉活動や当事者��

理解�深���� 

�自治公民館�地区���人権�福祉学習�機会�提供�努���� 

 市社会福祉協議会 �企業�学校�当事者等様々�関�機関�連携��人権�福祉学習�

体系������� 

行政 �人権部門や教育部門�連携��高齢者���い�あ�人�子���

外国人等��理解��進�図���� 

��内学習会�開催�支援���� 

�認知症サ����やあいサ����等養�講座�����実施��

地域福祉推進�た��人材�確保�図���� 

ⅠⅠⅠⅠ    地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進地域福祉に関す�活動への住民の参加促進    

のののの    

基本計画 ����地域を対象�す�地域を対象�す�地域を対象�す�地域を対象�す�人権�人権�人権�人権�福祉学習の充実福祉学習の充実福祉学習の充実福祉学習の充実    



���

�

�



���

�

�現状�課題 

�今後�方向性 

�具体的��組� 

      
基本方向基本方向基本方向基本方向    ４．地域福祉推進の基盤強化４．地域福祉推進の基盤強化４．地域福祉推進の基盤強化４．地域福祉推進の基盤強化                  

 地域共生社会�実現�向��福祉施策�求����ニ���複雑化�多様化��コ�ュニ��

�ワ�カ��コ�ュニ���ソ��ャ�ワ�カ�����市社協職員�専門性を活���地域支援

��今後�����要������   
市社協�組織を�本計画����事業を効果的�推進�����体制���地域福祉推進�機 

能強化を図����     役割  ��組��内容 

民間�期待���役割 �住民�自治公民館�企業�社会福祉法人等��地域福祉へ�理解を

深��共同募金等���寄付や�各種会費�拠出�努���� 

 市社会福祉協議会 �コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ�やコ�ュニ��

ソ��ャ�ワ�カ���地域������チ����う�組織体制

�事業を見直��地域福祉推進�機能を強化���� 

�コ�ュニ��ワ�カ��生活支援コ���ネ�タ��コ�ュニ��

ソ��ャ�ワ�カ��適��配置を��研修へ�積極的�参加や内

部研修を通���福祉�視点を持��地域�ニ��を的確�捉え�

解決��い��職員を育成���� 

行政 �倉�市社会福祉協議会�運営を支援���� 

�専門職�適��配置等�組織体制�見直�を支援���� 

����    地域福祉�関す�活動への地域福祉�関す�活動への地域福祉�関す�活動への地域福祉�関す�活動への住民住民住民住民の参加促進の参加促進の参加促進の参加促進    

基本計画 ����倉吉市社会倉吉市社会倉吉市社会倉吉市社会福祉福祉福祉福祉協議会の基盤協議会の基盤協議会の基盤協議会の基盤強化強化強化強化 

将来像 

�多様化��課題�対応����う�市社協�地域活動や ３PO�各種団体�����沿��活

動����役����地域�福祉を進��い��� 



���

�

�現状�課題 

�今後�方向性 

�具体的��組� 

      
基本方向基本方向基本方向基本方向    ４．地域福祉推進の基盤強化４．地域福祉推進の基盤強化４．地域福祉推進の基盤強化４．地域福祉推進の基盤強化           従来�事業�基��財源確保�困難����い���   

福祉施策�求����ニ���対��最適�福祉サ�ビ�を提供�����財政基盤�強化�� 

�組����   
役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �住民�企業等�積極的�寄付�努���� 

 市社会福祉協議会 �社協�対��理解を深������組を強化��民間���新��

寄付金等�確保�努���� 

行政 �地域福祉活動�情報提供�努��地域福祉活動�支援�意識を高�

��� 

�福祉事業�企画�基��ふ���納税�活用を検討����                      
����    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉�関す�活動への住民の参加促進�関す�活動への住民の参加促進�関す�活動への住民の参加促進�関す�活動への住民の参加促進    

基本計画 ����新しい財源づく�の推進新しい財源づく�の推進新しい財源づく�の推進新しい財源づく�の推進 



���

�

�現状�課題 

�今後�方向性 

�具体的��組� 

      
基本方向基本方向基本方向基本方向    １．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築                          

支援を必要���人�増加��中�身近�地域������中�変化�気���早期�支援��

���仕組�や�困�����あ��気軽�相談���体制����必要��� 

   
民生児童委員や地区社会福祉協議会���既存�組織を十��活用��うえ��個々�課題を適

��サ�ビ������い���う�地域�専門相談機関�行政等�連携強化を図����幅広い

相談�応�����う相談体制�充実�努���� 

   
役割 ��組��内容 

民間�期待���役割 �住民��生活課題�把握�努��困��い�人�気�い�時���課

題をわ������捉え�民生児童委員や関係機関�地区�相談窓口

������� 

�地区�相談窓口��い���地区内�地域課題�生活課題�解決�向

��住民�話��う体制����努���� 

�地区���課題解決����住民�専門職�関係機関協働�共生型支

援会議を開催��早期�支援��体制����努���� 

将来像 

���を越え�相談機関等�ネッ�ワ�ク化����包括的�相談支援体制�構築������

���支援�必要�人を早期�発見��迅��支援��体制�整備���複�的�課題��効

率的�対応��������い��� 

�住民�権利侵害や権利擁護�対��意識�高�������住�慣��地域�自����生活

����う�住民や相談機関�連携�適��支援�行わ��い��� 

�必要�方�情報�届������適��サ�ビ�を利用���い�い��生活��い��� 

����    福祉サービスの適切�利用の促進福祉サービスの適切�利用の促進福祉サービスの適切�利用の促進福祉サービスの適切�利用の促進    

基本計画 �相談支援体制の充実�相談支援体制の充実�相談支援体制の充実�相談支援体制の充実 



���

�

 市社会福祉協議会 �コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ��機能を強化��地域ニ��を把握

���������チ���体制を������ 

�地区�相談窓口�解決���い����コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�

カ��中心����行政や関係機関�連携��地区��い�共生型支

援会議を開催���� 

�地区��い�解決���い����コ�ュニ��ソ��ャ�ワ�カ�

����役����総�相談窓口へ������ 

�民間�解決���い����プ���ク�会議�検討��必要�仕組

�����努���� 

�複�的�課題�対応����う�包括的�相談支援体制を構築���� 

�研修会�積極的�参加�������内部研修を充実��コ�ュニ 

��ソ��ャ�ワ�カ�����資質向上を図���� 

行政 �地区�ベ��住民�気軽�相談���窓口�設置を支援���� 

�地区����相談窓口�総�相談窓口及び各専門機関��連携体制を

構築���� 

�地域包括支援�ンタ�や障�い者地域生活支援�ンタ��子育�支援

�ンタ�等�相談体制�充実を図���� 

�住民�把握��課題を地域�包括的������課題解決����協

議を行う共生型支援会議�参加��支援���� 

�地区��い�解決���い課題��い���庁内�プ���ク�会議

��い�協議��課題解決����仕組�����努���� 

�複�的課題�対応���包括的�総�相談窓口を設置����    ��点課題���図��地域����多様�生活課題�包括的�対応�����今後��メ��図�

����

   支援を必要���人を早期�発見�支援�����地区�拠点施設�相談窓口を設��住民���

���困���や地域�生活課題を�地区��い�主体的�解決を試�������地区��い�解

決�������い���地区�コ���ネ�タ��サ�ン活動や見守�支援等�地域活動���

��解決���い���ＣＳＷ�中心�����関係��各種�専門職や地域住民�一同�集い共生

型支援会議�仮称�を行い�解決�向��協議を行う������

���解決���い����複�課題�対応���包括的�総�相談窓口��０�０年度設置予

定�や�市社会福祉協議会�市役所各課�組織��プ���ク�会議��い�協議��必要�応��

仕組�を����複雑化�複�化��課題�対応���体制���������   
    



���

�

�



���

�

�現状�課題 

��後�方向性 

�具体的�取組� 

    
    

基本方向基本方向基本方向基本方向    １．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築          
高齢者�障�い�あ�人�子育�世代�生活困窮�ひ������世帯�抱え�問題�複�化�

複雑化し����������う��野���支援��対応し���い事態�発生し�い���   
本人������属��世帯全体�着目し��機関�連携�協働し�必要�支援を包括的�行

う支援体制を構築し���   
役割 取�組��内容 

民間�期待���役割 �地区�拠点施設を活用し�常設型�集い�場�サロン�カフェ���

�を検討し���常設型�集い�場��い����護予防活動を実施

し���認知症�方や障�い児�者等�当事者�住民�気軽�交流�

��共生型サロン�カフェ��開設を目指し����再掲Ⅰ-1-�� 

�地域課題�解決�向け��必要�活動や�組����を推進し���

�再掲Ⅰ-1-�� 

�住民�企業�団体�社会福祉法人等��地域�複�的課題�解決�向

け��積極的�技術や機能等を活��������倉���し�応援

団�等�参加し�連携し�取�組���� 

 市社会福祉協議会 �コ�ュニ�ィワ�カ��生活支援コ��ィネ�タ�やコ�ュニ�ィ 

ソ��ャルワ�カ���常設型�集い�場���を支援�����

��各種専門機関�連携し����共生型サロン�カフェ��開設を

支援し����再掲Ⅰ-1-�� 

�複�的�課題解決等�����住民�団体�企業�福祉専門機関等�

協働��必要��組��������け�い��組�を充実し��� 

行政 �地区�共生型サロン�カフェ��開設を�進し��� 

�ひ����や孤立をし�い�人等�制��狭間�い�人を対象�し

�サ�ビ�を�進し��� 

�共生型サ�ビ���進を図���� 

�高齢者や障�い者等�消費者被害�防止�向け�取�組�を�進し

��� 

ⅡⅡⅡⅡ    福祉サービスの適�な利用の促進福祉サービスの適�な利用の促進福祉サービスの適�な利用の促進福祉サービスの適�な利用の促進    

基本施策 �高齢、障がい及び子育て支援等の�野を�高齢、障がい及び子育て支援等の�野を�高齢、障がい及び子育て支援等の�野を�高齢、障がい及び子育て支援等の�野を越えた越えた越えた越えたサービスの展開サービスの展開サービスの展開サービスの展開 



���

�

�現状�課題 

��後�方向性 

�具体的�取組� 

 
基本方向基本方向基本方向基本方向    １．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築             

認知症高齢者�増加や�親亡�後�障�い�あ�人�意思決定支援����後����成年後見 

制���権利擁護ニ���高�����予測�����   
認知症や障�い����自��権利を自��け���������い人�人権�����適�� 

サ�ビ�を利用し�地域��心し�生活����う�事業所や市民へ�障�い等�理解����啓 

発を行う�����制��周知や地域生活を支え�利用支援���権利擁護����取�組�を進 

����   
役割 取�組��内容 

民間�期待���役割 �住民��権利擁護�関��講習会�研修会�積極的�参加し�権利擁護�意

識を高���� 

�住民��権利侵害�疑いや�困��い�人�気�い���気������あ

���民生児童委員や関�機関������� 

�自治公民館や地区���住民�権利擁護�意識�高���う�人権学習会等

を開催し��� 

�社会福祉法人や企業��職員や社員�権利擁護�意識�高���う�人権学

習会等を開催し��� 

 市社会福祉協議会 �住民���相談�柔軟�対応����う���関�機関�連携し�相談窓口

�充実を図���� 

�日常生活自立支援事業や成年後見事業�強化を図���� 

�行政や関�機関�連携し�市民後見人を養成し�活動を支援し��� 

�日常生活自立支援事業や成年後見事業�利用�至��い人等��判断��力

�衰え�人等�生活を支援�����柔軟��組�を新��検討し��� 

行政 �市民後見人養成講�を��し�実施し��� 

�制��周知������ 

�権利擁護�関��市民向け�研修を積極的�行い�情報公開������

��虐待等�早期発見�早期対応�強化を図���� 

�地域包括支援�ンタ�や地区�相談窓口等��連携体制を構築し��� 

�地域��け�人権学習会等�積極的�職員を派遣し�障�いや障�い�あ�

人�高齢者�子��等�関��住民�理解��進を図���� 

ⅡⅡⅡⅡ    福祉サービスの適�な利用の促進福祉サービスの適�な利用の促進福祉サービスの適�な利用の促進福祉サービスの適�な利用の促進    

基本計画 �権利擁護機能の強化�権利擁護機能の強化�権利擁護機能の強化�権利擁護機能の強化    



���

�

�現状�課題 

��後�方向性 

�具体的�取組� 

           
基本方向基本方向基本方向基本方向    １．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築１．包括的支援体制の構築              

ニ���多様化��中��支援を必要���人�必要�情報�確実�提供����う���積

極的�情報発信�求����い���   
地区��け�情報�提供や行政��け�制�や相談窓口�周知���既存�情報提供�併�� 

    地域や団体へ�出前講����積極的�情報提供や広報活動������   
役割 取�組��内容 

民間�期待���役割 �住民��市や社協�広報紙等�提供���情報��い�積極的�把握

������ 

�住民��地域�開催���出前講�等�積極的�参加し��� 

�相談窓口�把握������ 

�地区���相談窓口�情報を積極的�発信し����再掲Ⅰ-1-�� 

 市社会福祉協議会 �広報紙や������等�様々�媒体����制�や相談窓口�周知

を図���� 

�コ�ュニ�ィ�ワ�カ��生活支援コ��ィネ�タ�やコ�ュニ�ィ

ソ��ャルワ�カ��地域��様々�会議や住民�集��機会�積極

的�出向��制�や相談窓口�周知���������地域�情報�

把握������ 

�民生児童委員や各種支援�ンタ�等��連携����積極的�情報�

提供を行う�����把握������ 

行政 �地区�相談窓口や総�相談窓口等�相談支援窓口�周知������ 

�地区�相談窓口�総�相談窓口�専門相談機関�行政�気軽�相談�

��関����を推進し��� 

�必要�情報�必要�人�届��う�既存�情報提供�併��地域や団

体へ�出前講����積極的�情報提供������ 

�市報や������等様々�媒体����各種サ�ビ�や制����

情報を���や��提供���う����� 

ⅡⅡⅡⅡ    福祉サービスの適�な利用の促進福祉サービスの適�な利用の促進福祉サービスの適�な利用の促進福祉サービスの適�な利用の促進    

基本施策 �情報提供体制の充実�情報提供体制の充実�情報提供体制の充実�情報提供体制の充実 



���

�

�現状�課題 

�今後�方向性 

�具体的�取組� 

      
基本方向基本方向基本方向基本方向    �．社会福祉法人・福祉事業所�．社会福祉法人・福祉事業所�．社会福祉法人・福祉事業所�．社会福祉法人・福祉事業所の地域�おけ�公益的�取組みの推進の地域�おけ�公益的�取組みの推進の地域�おけ�公益的�取組みの推進の地域�おけ�公益的�取組みの推進                             

�成 「8 �社会福祉法改正��い��社会福祉法人��地域��け�公益的�取組��実施�関 

す�責務規定�創設������こ�����社会福祉法人�制度�狭間�あ�地域課題�着目

��法人�有す�機能を可能�限�提供����������地域生活課題や福祉ニ���総�的

��専門的�対応��い�こ��期待���い�す�   
行政や福祉サ�ビ�事業所�各専門機関等��連携����地域�献活動�積極的�取�組�� 

地域課題�対応す�福祉活動�活性化を図��す�   
役割 取�組��内容 

民間�期待���役割 �社会福祉法人��地区�会議等�参加��専門性を活���地域�課

題解決�向け�公益的取組�努��す� 

�社会福祉法人��地域�課題解決�向け�社協�開催す�地域関�者

や行政等�構成す�意見交換会等��ットワ�ク�積極的�参加��

す� 

�社会福祉法人���倉�����応援団�へ�参加�努��す� 

�社会福祉法人�������人�就労を支援す����中間的就労を

含��������事�場����努��す� 

�社会福祉法人��公益的取組�����法人�連携��行う事業�参

加����事業所や異��業種�職員����取�組�こ����業

種��交流や職員�資質向上を図��す� 

将来像 

�住民や市内�社会福祉法人�関�機関等��ットワ�ク����広���地域�課題解決�向

け�取�組��積極的�進����い�す� 

ⅢⅢⅢⅢ    地域福祉の推進�向けた環境づく�地域福祉の推進�向けた環境づく�地域福祉の推進�向けた環境づく�地域福祉の推進�向けた環境づく�    

基本計画 ①社会福祉法人①社会福祉法人①社会福祉法人①社会福祉法人・福祉事業所の地域�おけ�公益・福祉事業所の地域�おけ�公益・福祉事業所の地域�おけ�公益・福祉事業所の地域�おけ�公益的的的的�取組みの推進�取組みの推進�取組みの推進�取組みの推進 



���

�

                    
 市社会福祉協議会 �市内�社会福祉法人�公益的取組を行いやすい�う�地域課題を把握

��課題解決�向け�意見を交換���場����社会福祉法人や地

域関�者�行政等�参加す��ットワ�ク���意見交換会を開催�

�す� 

�多職種�情報交換等を行うこ�����社会福祉施設連絡協議会�活

動を支援��す� 

�社会福祉法人�連携��行う地域��け�公益的取組���実施��

い�サロンへ�支援��い��サロン�社会福祉法人�活動調整を行

う�����積極的�参加��す� 

�社会福祉法人�連携��行う地域��け�公益的取組���実施��

い��倉�����応援団���源�拠出や相談窓口�設置等を呼び

�け�住民�生活を応援す������社会福祉法人等�職員向け�

研修を行い�す� 

�社会福祉法人�地域�課題解決�向け��ットワ�ク�参加����

う����役����す� 

行政 �社協�実施す�社会福祉法人等�意見交換会や�市内�社会福祉法人

等�連携��行う地域��け�公益的取組等��ットワ�ク�参加

��地域�ニ��を把握す������発信�努��す� 

�地域課題解決�向け�社会福祉法人等�公益的�活動を�進��す� 

�研修等へ�参加�支援を��す� 

�社会福祉充実計画�作成を支援��す� 
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�現状�課題 

�今後�方向性 

�具体的�取組� 

   
基基基基本方向本方向本方向本方向    �．企業・団体�．企業・団体�．企業・団体�．企業・団体の地域の地域の地域の地域�おけ�公益的�取組みの推進�おけ�公益的�取組みの推進�おけ�公益的�取組みの推進�おけ�公益的�取組みの推進               
孤立や貧困��制度�狭間�あ��公的サ�ビ��け��支援�十分���いケ�����対応�

�新��サ�ビ��創出�今後�す�す必要����考え���す�   
企業や団体���専門的技術や�ウ�ウを活���市民�行政�専門機関等�連携��地域課題�対 

 応��社会�献事業を積極的�取�組��す�  
役割 取�組��内容 

民間�期待���役割 �住民��持��い�技術等を活��社会�献活動�努��す� 

�企業�団体等��人材や技術��源を提供��地域課題�解決�向け�

住民や関�機関等��ットワ�ク�参加す������社会�献活

動�努��す� 

�住民�企業�団体等���倉�����応援団�へ�参加�努��す� 

�住民�企業�団体等��中間的就労を含��������事�場��

��努��す� 

 市社会福祉協議会 �企業や団体等�社会�献活動を�す����積極的�呼び�けや研

修等を実施��す� 

��倉�����応援団��事務局����住民や企業�団体等�積極

的�参加を呼び�け�す� 

��倉�����応援団���源や�提供���物等を活���市民�

生活を応援��す� 

�企業や団体等�地域�課題解決�向け��ットワ�ク�参加���

�う����役����す� 

行政 �企業や団体等へ�社会�献活動�関す�情報提供を行い�す� 

将来像 

�企業や団体等�社会�献����人材�技術��源を提供�����地域�課題解決����

活動��い�す� 

ⅢⅢⅢⅢ    地域福祉の推進�向けた環境づく�地域福祉の推進�向けた環境づく�地域福祉の推進�向けた環境づく�地域福祉の推進�向けた環境づく�    

基本計画 ①企業・団体の①企業・団体の①企業・団体の①企業・団体の地域�おけ�公益的�取組みの推進地域�おけ�公益的�取組みの推進地域�おけ�公益的�取組みの推進地域�おけ�公益的�取組みの推進 
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����    計画の計画の計画の計画の推進推進推進推進       計画�推進�あた����市�庁内関係部局�連携し�地域福祉�重要性��い�共通認

識を図��総合的��横断的�施策�実施�努��す� 

   �た市�社会福祉協議会��さ��連携強化を図��地域����地域福祉�推進�努�

�す�             
����    計画実施の検証と評価計画実施の検証と評価計画実施の検証と評価計画実施の検証と評価     本計画����進捗管理委員会�仮称��を設置し�定期的�実施内容�検証を行い�す�

進捗管理委員会�仮称���い��施策や事業�見直しを�Ｐ��Ａサイクル��基��実

施し�計画期間�最終年次���総合的�評価�基��次期計画�策定�取組��す� 

 �た�地域や関係団体�意見交換�場を設置し����地域福祉�現状や課題を��的�

把握し�い��す� 

�

�

�    
第５第５第５第５章章章章    計画の推進に計画の推進に計画の推進に計画の推進に向けて向けて向けて向けて 


