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ごあいさつ 

 

 

 

 

 

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

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

 委員長
いいんちょう

 小寺
こて ら

 鐵也
てつ や

 

 

 

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

は、平成
へいせい

２７（２０１５）年
ねん

３月
がつ

に令和
れい わ

２（２０２

０）年
ねん

３月
がつ

末
まつ

を終期
しゅうき

とする「第
だい

３期
き

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

」を策定
さくてい

し「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」を基本
きほ ん

理念
りね ん

に掲
かか

げ、多様化
た よ う か

す

る福祉
ふく し

課題
かだ い

に対
たい

して地域
ちい き

や行政
ぎょうせい

との連携
れんけい

のもと、様々
さまざま

な地域
ちい き

福祉
ふく し

事業
じぎょう

を展開
てんかい

し

てまいりました。 

この間
かん

、少子
しょうし

高齢化
こうれいか

の一層
いっそう

の進行
しんこう

や家族
かぞ く

形態
けいたい

の変化
へん か

等
とう

により、地域
ちい き

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

は大
おお

きく変化
へん か

し、新
あら

たな福祉
ふく し

課題
かだ い

が顕在化
けんざいか

してき

ています。 

そして、災害
さいがい

対策
たいさく

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

自立
じり つ

支援法
しえんほう

、子
こ

どもの貧困
ひんこん

対策
たいさく

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せい ど

の利用
りよ う

の促進
そくしん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

の施行
せこ う

、「地域
ちい き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

」を構築
こうちく

するための介護
かい ご

保険
ほけ ん

制度
せい ど

の大幅
おおはば

な改正
かいせい

、障害者
しょうがいしゃ

の

日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
しえ ん

するための法律
ほうりつ

、障害
しょうがい

を理由
りゆ う

とする
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差別
さべ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

の施行
せこ う

、子
こ

ども・子育
こそ だ

て支援
しえ ん

新制度
しんせいど

の本格
ほんかく

実施
じっ し

等
とう

、福祉
ふく し

に関
かん

する法令
ほうれい

や支援
しえ ん

制度
せい ど

も大
おお

きく変化
へん か

しつつあります。平成
へいせい

 ２８（２

０１６） 年
ねん

７月
がつ

には厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

に「「我
わ

が事
こと

・丸ごと
まる

」地域
ちい き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

本部
ほん ぶ

」

が設置
せっ ち

され、「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

が今後
こん ご

の福祉
ふく し

改革
かいかく

を貫
つらぬ

く基本
きほ ん

コンセプト
こ ん せ ぷ と

に位置
い ち

づけられました。 

そして、本計画
ほんけいかく

は、行政
ぎょうせい

計画
けいかく

である「第
だい

４期
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

」と同一
どういつ

の基本
きほ ん

理念
りね ん

に基
もと

づき、公民
こうみん

が連携
れんけい

し、四條畷
しじょうなわて

市域
しい き

における地
ち

域
いき

の様々
さまざま

な福祉
ふく し

課題
かだ い

を地域
ちい き

に暮
く

らす市民
しみ ん

自
みずか

らが発掘
はっくつ

し、住
す

みよい福祉
ふく し

のまちづくりに取
と

り組
く

む

活動
かつどう

により地域
ちい き

福祉
ふく し

を推進
すいしん

していくという観点
かんてん

は国
くに

のめざす「地域
ちい き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」

そのものであります。 

最後
さい ご

に、本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたりまして、熱心
ねっしん

にご審議
しん ぎ

いただきました策定
さくてい

委員会
いいんかい

の皆
みな

様
さま

、アンケート
あ ん け ー と

にご協 力
きょうりょく

を頂
いただ

きました市民
しみ ん

の皆
みな

様
さま

、関係
かんけい

機関
きか ん

の皆
みな

様
さま

に厚
あつ

くお礼
れい

を申
もう

し上
あ

げます。 

 

 令和
れい わ

２年
ねん

３月
がつ
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市
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ふくしきょう

議会
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会
かい

 長
ちょう

 淺
あさ

井
い

 茂
しげる

 

 

 今日
こんにち

、少子
しょうし

高齢化
こうれいか

や地域
ち い き

・家族
か ぞ く

のつながりの希薄化
き は く か

が進
すす

むとともに、近年
きんねん

多
た

発
はつ

する災害
さいがい

への備
そな

えや社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

、子
こ

どもの貧困
ひんこん

が社会
しゃかい

問題
もんだい

になる等
とう

、地域
ち い き

の福祉
ふ く し

課題
か だ い

は複雑
ふくざつ

かつ顕在化
けんざいか

しており、より深刻
しんこく

な状 況
じょうきょう

となっております。 

現在国
げんざいくに

におきましては、地域
ち い き

住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりがあらゆる役割
やくわり

をもち、支
ささ

え合
あ

い・助
たす

け合
あ

いながら自分
じ ぶ ん

らしく活躍
かつやく

する「我
わ

が事
こと

・丸
まる

ごと」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

を目指
め ざ

しています。 

 こういった社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

の中
なか

、平成
へいせい

２７年
ねん

３月
がつ

に策定
さくてい

した第
だい

３期
き

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

の成果
せ い か

や課題
か だ い

を検
けん

証
しょう

し、「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」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とした第
だい

４期
き

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

を策定
さくてい

いたし

ました。 

 今後
こ ん ご

の計画
けいかく

実現
じつげん

に向
む

け、市民
し み ん

の皆様
みなさま

と地域
ち い き

福祉
ふ く し

に関
かか

わるあらゆる団体
だんたい

と連携
れんけい

を取
と

りながら進
すす

めてまいりたいと考え
かんが

ておりますので、さらなるご 協 力
きょうりょく

とご

参加
さ ん か

をお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 
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 結
むす

びに、本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたり貴重
きちょう

なご意見
い け ん

と多大
た だ い

なご協 力
きょうりょく

を 賜
たまわ

りました

策定
さくてい

委員
い い ん

の皆様
みなさま

、アンケート
あ ん け ー と

やワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

等
とう

ご 協 力
きょうりょく

をいただきました

皆様
みなさま

に心
こころ

より感謝
かんしゃ

とお礼
れい

を申
もう

し上
あ

げます。 

 

 令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ
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第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

策定
さくてい

の考
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

と趣旨
し ゅ し

 

  

昨今
さっこん

、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

な進行
しんこう

、世帯
せた い

構成
こうせい

員数
いんすう

の減少
げんしょう

等
とう

により、 

住民
じゅうみん

のライフスタイル
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、地域
ちい き

社会
しゃかい

においても環境
かんきょう

の変化
へん か

を受
う

け、地域
ちい き

のつながりや家族間
かぞくかん

のつながりが希薄化
き は く か

しており、地域
ちい き

住民
じゅうみん

どうしの支
ささ

え合
あ

いだけでは解決
かいけつ

しない問題
もんだい

が表面化
ひょうめんか

しています。 

また、高齢
こうれい

、障
しょう

がい、ひとり親
おや

家庭
かて い

等
とう

の福祉
ふく し

制度
せい 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、貧困
ひんこん

や非正規
ひ せ い き

雇用
こよ う

、自殺
じさ つ

、家
か

庭内
ていない

暴力
ぼうりょく

、虐待
ぎゃくたい

、ひきこもり等
とう

地域
ちい き

で

の課題
かだ い

は多岐
た き

に渡
わた

り、複雑化
ふくざつか

・多様化
た よ う か

しています。 

 そして、災害
さいがい

時
じ

においても地域
ちい き

でのつながりが重要
じゅうよう

視
し

され、平常
へいじょう

時
じ

だけで

なく、緊急
きんきゅう

時
じ

であっても、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

、国籍
こくせき

の違
ちが

い等
とう

にかかわらず、だれもがとりこぼれることなく、住
す

み慣
な

れた地域
ちい き

で、その人
ひと

らしい生活
せいかつ

を送
おく

ることができる地域
ちい き

社会
しゃかい

への取
と

り組
く

み

が一層
いっそう

期待
きた い

されています。 

 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

の解決
かいけつ

に向
む

け、地域
ちい き

住民
じゅうみん

どうしの助
たす

け合
あ

いに加
くわ

え、地区
ち く

福祉
ふく し

委員
いい ん

、民生
みんせい

委員
いい ん

・児童
じど う

委員
いい 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

及び
およ

行政
ぎょうせい

などが相互
そう ご

に協働
きょうどう

し、「自助
じじ ょ

」・「近
きん

助
じょ

」・「共助
きょうじょ

」・「公
こう

助
じょ

」を推進
すいしん

し、制度
せい ど

や「支
ささ

第
だい

１ 章
しょう

計画
けいかく

策定
さくてい

の考
かんが

え方
かた
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える側
がわ

」「支えられる
ささ

側
がわ

」という関係性
かんけいせい

を超
こ

えて支
ささ

え合
あ

う「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。 

 本計画
ほんけいかく

は、これらの状 況
じょうきょう

及
およ

び第
だい

３期
き

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

から継続
けいぞく

し

ている課題
かだ い

等
とう

を明確
めいかく

にし、「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」

の実現
じつげん

に向
む

け、地域
ちい き

住民
じゅうみん

や地域
ちい き

団体
だんたい

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

等
とう

が活動
かつどう

するうえで、地域
ちい き

福祉
ふく し

の推進
すいしん

のため、取
と

り組
く

むべき方向性
ほうこうせい

を示
しめ

すため策定
さくてい

しました。 
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２ 計画
け い か く

の枠組
わ く ぐ

み 

 

【１】計画
けいかく

の性格
せいかく

 

  地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

計画
けいかく

は、住民
じゅうみん

等
とう

が主体
しゅたい

となって策定
さくてい

する任意
に ん い

の計画
けいかく

です。こ

の計画
けいかく

は、社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

第
だい

１０７条
じょう

第
だい

１項
こう

第
だい

３号
ごう※

「地域
ち い き

福祉
ふ く し

に関
かん

する活動
かつどう

へ

の住民
じゅうみん

の参加
さ ん か

の促進
そくしん

に関
かん

する事項
じ こ う

」を中心
ちゅうしん

として、住民
じゅうみん

が計画
けいかく

主体
しゅたい

となっ

て関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

、行政
ぎょうせい

等
とう

との連携
れんけい

を図
はか

りつつ、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の意見
い け ん

を基盤
き ば ん

 に

策定
さくてい

するものです。 

  行政
ぎょうせい

においては、平成
へいせい

１６年
ねん

３月
がつ

に策定
さくてい

された第
だい

１期
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

を基礎
き そ

として、平成
へいせい

３１年
ねん

３月
がつ

に第
だい

４期
き

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

「なわてみんなの

福祉
ふ く し

プラン
ぷ ら ん

」が策定
さくてい

されています。 

  本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

・実施
じ っ し

にあたっては、行政
ぎょうせい

計画
けいかく

である「なわてみんなの福祉
ふ く し

プラン
ぷ ら ん

」との整合性
せいごうせい

を図
はか

り、連携
れんけい

しながら進めて
すす

いくものとします。 

 

※ 社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

第
だい

１０７条
じょう

第
だい

１項
こう

第
だい

３号
ごう

 

 

（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

） 

 市町村
しちょうそん

は、地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に関
かん

する事項
じ こ う

として次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を一体的
いったいてき

に定
さだ

める計画
けいかく

（以下
い か

「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

」という。）を策定
さくてい

し、又
また

は変更
へんこう

しよう 

とするときは、あらかじめ、住民
じゅうみん

や社会福祉
しゃかいふくし

を目的
もくてき

とする事業
じぎょう

を経営
けいえい

する者
もの

、

その他
た

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に関
かん

する活動
かつどう

を行
おこな

う者
もの

の意見
いけ ん

を反映
はんえい

させるために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるとともに、その内容
ないよう

を公表
こうひょう

するよう努
つと

めるものとする。 
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１．地域
ち い き

における福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

の推進
すいしん

に関
かん

する事項
じ こ う

 

２．地域
ち い き

における社会
しゃかい

福祉
ふ く し

を目的
もくてき

とする事業
じぎょう

の健全
けんぜん

な発達
はったつ

に関
かん

する事項
じ こ う

 

３．地域
ち い き

福祉
ふ く し

に関
かん

する活動
かつどう

への住民
じゅうみん

の参加
さ ん か

の促進
そくしん

に関
かん

する事項
じ こ う
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《 地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係図 》

地域における福祉課題・社会資源

地域福祉推進の理念・方向性

地域福祉計画 地域福祉活動計画

（公民パートナーシップ

　　　による計画

　　行政の施策計画）

（民間相互の協働

　　による計画）

・住民参加の取り組み

・民間活動の基盤整備

公 

的 

財 

源

民 

間 

財 

源

◎　公的サービスの基盤整備

　　福祉サービスの施策化

◎　情報提供、福祉総合相談

　　福祉サービスの利用援助

◎　ボランティア、ＮＰＯ、　

　　コミュニティビジネス新

　　規参入支援

◎　サービス事業者の指導、

　　研修、人材育成、社会資

　　源の活用

◎　計画進捗状況の点検、事

　　業評価

◎　施策に基づくサービスの

　　展開

◎　施策化されたもの以外の

　　独自サービスの開発、実施

◎　住民相互の支援体制

　　（小地域ネットワーク活

　　動、ニーズ発見システム）

　　の構築

◎　住民参加・協働をすすめ

　　る基盤づくり

◎　住民や利用者の参加によ

　　る事業評価

共有

ち いきふく し けいかく

ち いきふく し けいかく

こうみん ぱ  ー と  な  ー  し  っ  ぷ

　　　　　　　　　　　けいかく

　　 ぎょうせい　 せ さくけいかく

こうてき さ  ー  び  す　　　き ばんせい び

ふく し  さ  ー  び  す　　　せ さく か

じょうほうていきょう ふく し そうごうそうだん

ふく し  さ  ー  び  す　　　り ようえんじょ

 ぼ  ら  ん   て  ぃ  あ

こ   み  ゅ  に  て  ぃ  び  じ  ね  す しん

 き さんにゅうしえん

 さ  ー  び  す  じぎょうしゃ　　　し  どう

けんしゅう　 じんざいいくせい　　しゃかい し

げん　　かつよう

けいかくしんちょくじょうきょうてんけん　　 じ

ぎょうひょうか

 せ さく　　 もと　　　　 さ  ー  び  す

てんかい

 せ さく か　　　　　　　　　　　 い がい

どく じ  さ ー  び す　　 かいはつ　 じっ し

じゅうみんそうご　　　し えんたいせい

  しょうち いき ね  っ  と  わ   ー  く かつ

どう　　 に  ー  ず はっけん し  す  て  む

　　こうちく

じゅうみんさん か　　きょうどう

　　 き ばん

じゅうみん　　 り よう しゃ　　さん か

　　じぎょうひょうか

じゅうみんさんか　　 と　　　く

 みんかんかつどう　　き ばんせい び

みんかんそう ご　　きょうどう

　　　　　　　　　けいかく

ち いき　　　　　　　　ふく し  か だい　　しゃかい し げん

　　ち いきふく し すいしん　　 り ねん　　ほうこうせい

きょうゆう

ち いきふく し かつどうけいかく　  かんけい ず

ち いきふく し かつどうけいかく

こ
う  

て
き  

ざ
い  

げ
ん

み
ん  

か
ん  

ざ
い  

げ
ん
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【２】計画
けいかく

の対象
たいしょう

 

  本計画
ほんけいかく

は、民間
みんかん

分野
ぶ ん や

での福祉
ふ く し

活動
かつどう

・事業
じぎょう

を範囲
は ん い

としており、その対象
たいしょう

とし

ては子
こ

ども、障
しょう

がい者
しゃ

、高齢者
こうれいしゃ

等
とう

の各福祉
かくふくし

分野
ぶ ん や

における福祉
ふ く し

の当事者
とうじしゃ

（利
り

用者
ようしゃ

）

及
およ

びその家族
か ぞ く

、地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

、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

、ＮＰ

Ｏ、地域
ち い き

団体
だんたい

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

等
とう

の福祉
ふ く し

に係
かか

る様々
さまざま

な組
そ

織
しき

・団体
だんたい

、

そして地域
ち い き

社会
しゃかい

の構
こう

成員
せいいん

である住民
じゅうみん

全体
ぜんたい

を対象
たいしょう

とします。 

 

【３】計画
けいかく

の期間
き か ん

 

  本計画
ほんけいかく

の期間
き か ん

は、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

までの４ヵ
か

年
ねん

とします。 

 

平成
へいせい

１７～２１

年度
ね ん ど

 

 

 

平成
へいせい

２２～２３

年度
ね ん ど

 

 

平成
へいせい

２４～２６

年度
ね ん ど

 

 

平成
へいせい

２７～３１

年度
ね ん ど

 

 

 

 

 

 

第
だい

１期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

           第
だい

２期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

  第
だい

３期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

 

 

令和
れ い わ

２～５年度
ね ん ど

 

 

 

 

 

        

               第
だい

４期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

 

          

 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

第 1期計画期間

（平成 17 ～ 21 年度、 平成 22 ～ 23 年度）

R2 R3 R4 R5

だい　　　　　　き　 けい  かく   き   かん

へいせい　　　　　　　　　　　　　　 ねん ど　　　  へいせい　　　                        ねん ど

第3期計画期間

（平成 27 ～ 31 年度）

だい　　　　　　き　 けい  かく   き   かん

へいせい　　　　　　　　　　　　　　 ねん ど

第4期計画期間

（令和 2 ～ 5 年度）

だい　　　　　　き　 けい  かく   き   かん

れい わ　　　　　　　　　　　 ねん ど

第2期計画期間

（平成 24 ～ 26 年度）

だい　　　　　　き　 けい  かく   き   かん

へいせい　　　　　　　　　　　　　　  ねん ど
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第２章
だい  しょう

 計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 
 

１ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 
 

（１）基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

 

 少子
しょうし

高齢化
こうれいか

の進行
しんこう

、独
ひと

り暮
ぐ

らし世帯
せた い

の増加
ぞ う か

、近年
きんねん

の経済
けいざい

情勢
じょうせい

や雇用
こ よ う

の不安定化
ふあ ん て い か

等
とう

の社会
しゃかい

環境
かんきょう

を背景
はいけい

に、地域
ち い き

の人間
にんげん

関係
かんけい

や家族
か ぞ く

関係
かんけい

が薄
うす

れ、さまざまな困難
こんなん

を複合的
ふくごうてき

に抱
かか

える人々
ひとびと

が増加
ぞ う か

しています。住
す

み慣
な

れた地域
ちい き

で安全
あんぜん

に安心
あんしん

して元気
げ ん き

に暮
く

らし続
つづ

け

るために、行政
ぎょうせい

が提
てい

供
きょう

する公的
こうてき

なサービス
さ ー び す

のみでは、制度
せい ど

の狭間
は ざ ま

で支援
し え ん

が困難
こんなん

な

場合
ばあ い

や、自
みずか

ら SOSを発信
はっしん

することができず支援
し え ん

につながらない状 況
じょうきょう

も生
う

まれてい

ます。 

 住民
じゅうみん

がお互
たが

いの人権
じんけん

を尊重
そんちょう

しながら、ともに支
ささ

え合
あ

い、自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせるよう、

地域
ちい き

の多様
た よ う

な生活
せいかつ

課題
かだ い

に気
き

づき、その解決
かいけつ

に向
む

けて地域
ちい き

全体
ぜんたい

が一丸
いちがん

となって取
と

り組
く

むまちづくりが求
もと

められます。 

 

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」 
 

 本計画
ほんけいかく

は、四條畷
しじょうなわて

市
し

で暮
く

らすすべての人
ひと

や関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

等
とう

が、障
しょう

がいの有無
う む

、

性別
せいべつ

、国籍
こくせき

、文化
ぶ ん か

、年齢
ねんれい

等
とう

の違
ちが

いを超
こ

えて、それぞれの立場
た ち ば

から協 力
きょうりょく

し合
あ

い福祉
ふ く し

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

をつくり上
あ

げていくことを目指
め ざ

すものです。 

 

第
だい

2章
しょう

計画の基本的な考え方
けいかく　　　　　き  ほん てき　     かんが　    かた
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基本理念

地域共生社会の

仕組みづくり

地域福祉を支える

人づくり

ふれあい・支え合いの

環境づくり

地域福祉推進の

基盤づくり

連携・協働の

まちづくり

みんなの力で

地域からつくる

暖かみのあるまち

  ち  いき ふく   し         ささ

              ひと

き     ほん     り    ねん　           き     ほん   もく   ひょう　        かん   けい     ず

               ささ         あ

かんきょう

  ち  いききょうせい  しゃ かい

       し   く
き     ほん     り     ねん

                                  ちから

      ち   いき

あたた

れん けい    きょうどう

  

 ち   いき ふく   し   すい しん

　       き  ばん

＜＜基本理念と基本目標の関係図＞＞
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10

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 

 

 住民
じゅうみん

が地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

の主体
しゅたい

となれるよう、地域
ち い き

を支
ささ

える力
ちから

を育
そだ

てます。 

 地域
ち い き

で気軽
き が る

に参加
さ ん か

できる「きっかけ」と「仕組
し く

み」づくりを行
おこな

い、新
あら

たな人材
じんざい

を

育成
いくせい

します。 

 

 

２．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の仕組
し く

みづくり 

 

 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、「我
わ

が事
こと

・丸
まる

ごと」の意識
い し き

づくり・地域
ち い き

づくり

の理念
り ね ん

を普
ふ

及
きゅう

させ、推進
すいしん

していきます。 

 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

としては、地域
ち い き

の福祉
ふ く し

活動
かつどう

や小地域
しょうちいき

ネ
ね

ットワーク
っ と わ ー く

活動
かつどう

を支援
し え ん

し、

人材
じんざい

の発掘
はっくつ

や育成
いくせい

に努
つと

めます。 

 

※地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

・・・制度
せ い ど

・分野
ぶ ん や

ごとの『縦割
た て わ

り』や「支
ささ

える側
がわ

」「支
ささ

えられる側
がわ

」

という関係
かんけい

を超
こ

えて、地域
ち い き

住民
じゅうみん

や地域
ち い き

の多様
た よ う

な主体
しゅたい

が『我
わ

が

事
こと

』として参画
さんかく

し、人
ひと

と人
ひと

、人
ひと

と資源
し げ ん

が世代
せ だ い

や分野
ぶ ん や

を超
こ

えて

『丸
まる

ごと』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、地域
ち い き

をともに創
つく

っていく社会
しゃかい

。 
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３．ふれあい・支え
ささ

合い
 あ

の環境
かんきょう

づくり 

 

 一人
ひ と り

ひとりの人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、互
たが

いに認
みと

め合
あ

うことで、つながりが生
う

まれます。

緊急
きんきゅう

時
じ

だけではなく、日常的
にちじょうてき

に助
たす

け合
あ

い、だれもが孤立
 こりつ

することなく暮
く

らせるま

ちづくりを進
すす

めます。 

 

 

４．連携
れんけい

・協働
きょうどう

のまちづくり 

 

 住民
じゅうみん

や各種
かくしゅ

地域
ち い き

団体
だんたい

、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

等
とう

が連携
れんけい

を強化
きょうか

することにより新
あら

たな協働
きょうどう

の力
ちから

を生
う

み出
だ

します。 

 

 

５．地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

の基盤
き ば ん

づくり 

 

 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

をより多
おお

くの住民
じゅうみん

へ周知
しゅうち

・広報
こうほう

することにより、地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

を担
にな

う人材
じんざい

を確保
か く ほ

し、主体性
しゅたいせい

のある地域
ち い き

活動
かつどう

ができるよう支援
し え ん

します。 
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取
と

り組
く

みの方向
ほうこう

１．支
ささ

え合
あ

い・助
たす

け合
あ

い活動
かつどう

を推進
すいしん

します

隣
となり

近所
きんじょ

をはじめ顔
かお

の見
み

える関係
かんけい

をつくり、身近
み ぢ か

なコミュニティ
こ み ゅ に て ぃ ※

の強化
きょうか

を推進
すいしん

し

ます。また、支
ささ

える側
がわ

と支
ささ

えられる側
がわ

にとらわれない関係
かんけい

づくりを目指
め ざ

します。

① 住民
じゅうみん

同士
ど う し

で支
ささ

え合
あ

い・助
たす

け合
あ

える環境
かんきょう

づくりを目指
め ざ

します。

② 自助
じ じ ょ

・近
きん

助
じょ※

・共助
きょうじょ

・公
こう

助
じょ

ができる体制
たいせい

や新
あら

たな人材
じんざい

の発掘
はっくつ

・育成
いくせい

に努
つと

めます。

③ ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

が活動
かつどう

を続
つづ

けていけるようサポート
さ ぽ ー と

します。

※コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

・・・地域
ち い き

社会
しゃかい

ともいい、住民
じゅうみん

が共同体
きょうどうたい

意識
い し き

をもって生活
せいかつ

を営
いとな

む、

一定
いってい

の地
ち

域
いき

及
およ

び近
きん

隣
りん

社
しゃ

会
かい

のこと。居住
きょじゅう

地域
ち い き

に関
かか

わらず、同
おな

じ

目的
もくてき

や関心
かんしん

で結
むす

びついた人々
ひとびと

の集
あつ

まりを指
さ

す場合
ば あ い

もある。

※近
きん

助
じょ

・・・近隣
きんりん

の住民
じゅうみん

同士
ど う し

での自発的
じはつてき

な助
たす

け合
あ

い

２．地域
ち い き

交流
こうりゅう

の機会
き か い

や場所
ば し ょ

をつくり、地域
ち い き

の活性化
かっせいか

を目指
め ざ

します

住民
じゅうみん

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

の機会
き か い

を増
ふ

やし、環境
かんきょう

をつくることにより、意図的
い と て き

に人
ひと

の集
あつ

ま

る流
なが

れをつくりだし、多様
た よ う

な環境
かんきょう

を持
も

つあらゆる世代
せ だ い

の人
ひと

が集
つど

うことのできる

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ ※

づくりを推進
すいしん

します。
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 ※コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

・・・地域
ちい き

社会
しゃかい

ともいい、住民
じゅうみん

が共同体
きょうどうたい

意識
いし き

をもって生活
せいかつ

を営
いとな

む、一定
いってい

の地
ち

域
いき

及
およ

び近
きん

隣
りん

社
しゃ

会
かい

のこと。居住
きょじゅう

地域
ちい き

に関
かか

わらず、

同
おな

じ目的
もくてき

や関心
かんしん

で結
むす

びついた人々
ひとびと

の集
あつ

まりを指
さ

す場合
ばあ い

もあ

る。 

 

 

３．地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

の機能
き の う

を充実
じゅうじつ

し、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

を促進
そくしん

します 

 地区
ち く

福祉
ふく し

委員会
いいんかい

は、地域
ちい き

住民
じゅうみん

が安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる住
す

みよいまちづく

りを目的
もくてき

とする地域
ちい き

福祉
ふく し

活動
かつどう

の推進役
すいしんやく

です。人材
じんざい

の発掘
はっくつ

や育成
いくせい

に努
つと

め、地域
ちい き

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

や福祉
ふく し

活動
かつどう

を活性化
かっせいか

します。 

 

① 地区
ち く

福祉
ふく し

委員
いい ん

を対象
たいしょう

とした研修会
けんしゅうかい

の開催
かいさい

による資質
しし つ

の向上
こうじょう

を行
おこな

います。 

② 地区
ち く

福祉
ふく し

委員会
いいんかい

同士
どう し

の連携
れんけい

強化
きょうか

と相互
そう ご

交流
こうりゅう

を推進
すいしん

します。 

③ 地区
ち く

福祉
ふく し

委員会
いいんかい

活動者
かつどうしゃ

の発掘
はっくつ

・育成
いくせい

に努
つと

めます。 

④ 個別
こべ つ

援助
えんじょ

活動
かつどう

及
およ

びグループ
ぐ る ー ぷ

援助
えんじょ

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

⑤ 孤立
こり つ

しがちな要援護者
ようえんごしゃ

を支援
しえ ん

する小地域
しょうちいき

ネットワーク
ね っ と わ ー く

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

⑥ 要援護者
ようえんごしゃ

を見守
みま も

る体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させます。 
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４．地域
ち い き

活動
かつどう

団体
だんたい

の連携
れんけい

を強化
きょうか

します 

 中間
ちゅうかん

支援
しえ ん

組織
そしき※

による意図的
い と て き

な交流
こうりゅう

の機会
きか い

創設
そうせつ

と地域
ちい き

活動
かつどう

団体
だんたい※

自身
じし ん

による

積極的
せっきょくてき

な交流
こうりゅう

の取
と

り組
く

みを促進
そくしん

します。住民
じゅうみん

を巻
ま

き込
こ

んだ地域
ちい き

の活性化
かっせいか

につな

げます。 

① 自治会
じ ち か い

、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

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

等
とう

による地域
ちい き

における支
ささ

え合
あ

い活動
かつどう

を充実
じゅうじつ

させます。 

② ＮＰＯや地域
ちい き

活動
かつどう

団体
だんたい※

等
とう

の大小
だいしょう

さまざまな組織
そし き

がつながりあえる環境
かんきょう

づ

くりを推進
すいしん

します。 

③ ＮＰＯや地域
ちい き

活動
かつどう

団体
だんたい※

がその活動
かつどう

理念
りね ん

や特性
とくせい

を持
も

ちながらゆるやかに連携
れんけい

し、より活躍
かつやく

できる舞台
ぶた い

を用意
よう い

することで、住民
じゅうみん

の多様
たよ う

なニーズ
に ー ず

に柔軟
じゅうなん

・

迅速
じんそく

に対応
たいおう

していきます。 

 

※地域
ちい き

活動
かつどう

団体
だんたい

・・・住民
じゅうみん

相互
そう ご

の交流
こうりゅう

を通
とお

して市内
しな い

のコミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

形成
けいせい

に寄与
き よ

す

る団体
だんたい

。 

 

※中間
ちゅうかん

支援
しえ ん

組織
そし き

・・・行政
ぎょうせい

と地域
ちい き

の間
あいだ

にたって、社会
しゃかい

の変化
へん か

やニーズ
に ー ず

を把握
はあ く

し、

地域
ちい き

におけるさまざまな団体
だんたい

の活動
かつどう

や団体間
だんたいかん

の連携
れんけい

を支援
しえ ん

する組織
そし き

のこと。 
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５．権利
け ん り

擁護
よ う ご

の取
と

り組
く

みを強化
きょうか

します 

 基本的
きほんてき

人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、住民
じゅうみん

が不利益
ふ り え き

を被
こうむ

ることのないよう支援
しえ ん

します。専門
せんもん

職
しょく

や住民
じゅうみん

組織
そし き

、民生
みんせい

委員
いい ん

・児童
じど う

委員
いい ん

、行政
ぎょうせい

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

等
とう

が協働
きょうどう

し、制度
せい ど

の狭間
はざ ま

で困窮
こんきゅう

している人
ひと

への対応
たいおう

や課題
かだ い

解決
かいけつ

に向
む

けて取
と

り組
く

みます。 

① 基本的
きほんてき

人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、権利
けん り

侵害
しんがい

を受
う

けることのないよう支援
しえ ん

します。 

② すべての住民
じゅうみん

の権利
けん り

を守
まも

るため、専門的
せんもんてき

支援
しえ ん

を強化
きょうか

し、住民
じゅうみん

への啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 

③ 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

への日常
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

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

、円滑
えんかつ

支援
しえ ん

 

   を行
おこな

います。 

   また、市
し

が推進
すいしん

している成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せい ど

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。 
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６．福祉
ふ く し

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を充実
じゅうじつ

させます 

 正
ただ

しい情報
じょうほう

の受
じゅ

発信
はっしん

ができるよう情報
じょうほう

の伝達
でんたつ

を見
み

える化
か※

します。わかりやすく、

興味
きょうみ

を持
も

てる情報
じょうほう

の発信
はっしん

を心
こころ

がけ、福祉
ふく し

サービス
さ ー び す

に関心
かんしん

をもつ人
ひと

が増
ふ

えるよう取
と

り組
く

みます。 

① 広報誌
こうほうし

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

・口伝
こうでん

等
とう

のあらゆる媒体
ばいたい

により、地域
ちい き

福祉
ふく し

に関
かん

する情報
じょうほう

の啓発
けいはつ

・拡充
かくじゅう

を行
おこな

います。 

② 住民
じゅうみん

や地域
ちい き

活動
かつどう

団体
だんたい

、ＮＰＯ等
とう

が発信
はっしん

する情報
じょうほう

を集約
しゅうやく

できるネットワーク
ね っ と わ ー く

を

構築
こうちく

します。 

③ すべての住民
じゅうみん

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が届
とど

くよう努
つと

めます。 

 

※見
み

える化
か

・・・意識
いし き

しなくても目
め

に入
はい

ってくるような仕組
し く

みをつくること。 
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７．防災
ぼうさい

・減災
げんさい

活動
かつどう

を推進
すいしん

します 

 ＳＮＳ等
とう

を使
つか

い、災害
さいがい

に関
かん

する情報
じょうほう

がいち早
はや

く住民
じゅうみん

に届
とど

くような仕組
し く

みをつく

ることにより、防災
ぼうさい

・減災
げんさい

の意識
いし き

を高
たか

め、災害
さいがい

に強
つよ

いまちづくりを目指
め ざ

します。 

 ① 地域
ちい き

の関係
かんけい

機関
きか ん

や各種
かくしゅ

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、それぞれの強
つよ

みを活
い

かした支援
しえ ん

体制
たいせい

を

構築
こうちく

しつつ、地区
ち く

における活動
かつどう

も支援
しえ ん

します。 

② 高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の避難
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

を整備
せい び

します。 

③ 住民
じゅうみん

の防災
ぼうさい

意識
いし き

を高
たか

め、福祉
ふく し

施設
しせ つ

を含
ふく

めた地域
ちい き

が一体
いったい

となった活動
かつどう

を支援
しえ ん

  

します。 

④ 行政
ぎょうせい

が開催
かいさい

する防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への住民
じゅうみん

の参加
さん か

促進
そくしん

や地域
ちい き

での防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への参加
さん か

を推進
すいしん

します。 

⑤ 災害
さいがい

時
じ

に備
そな

えた物資
ぶっ し

の備蓄
びち く

や点検
てんけん

を行
おこな

います。 

 ⑥ 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

と青年
せいねん

会議所
かいぎしょ

との協定
きょうてい

締結
ていけつ

により、災害
さいがい

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

 

     センター
せ ん た ー

設置
せっ ち

・運営
うんえい

の際
さい

には協 力
きょうりょく

を求
もと

めます。 
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８．福祉
ふ く し

教育
きょういく

を推進
すいしん

します 

 福祉
ふく し

教育
きょういく

の展開
てんかい

にあたっては、幼少期
ようしょうき

から地域
ちい き

福祉
ふく し

に関心
かんしん

を促
うなが

す福祉
ふく し

教育
きょういく

を

展開
てんかい

することが必要
ひつよう

です。ともに生
い

きるという関係性
かんけいせい

をお互
 た が

いに人
ひと

として理解
りか い

し、

相互
そう ご

の関
かか

わりが大切
たいせつ

に育
はぐく

まれる福祉
ふく し

教育
きょういく

を展開
てんかい

していきます。 

① 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

を行
おこな

い、地域
ちい き

住民
じゅうみん

の福祉
ふく し

に関
かん

する意識
いし き

が高
たか

まるよ  

     う啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 

② 人権
じんけん

に対
たい

する意識
いし き

の向上
こうじょう

を図
はか

りながら、幅広
はばひろ

い年代
ねんだい

を対象
たいしょう

に福祉
ふく し

学習
がくしゅう

を 

     推進
すいしん

します。 

③ 社会
しゃかい

活動
かつどう

を通
とお

して市民性
しみんせい※

を育
はぐく

む学
がく

習
しゅう

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

等
とう

の地域
ちい き

貢献
こうけん

 

学習
がくしゅう

を積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

します。 

④ 子
こ

どもの成長
せいちょう

に合
あ

わせた福祉
ふく し

を学
まな

べる段階的
だんかいてき

な取
と

り組
く

みを提案
ていあん

します。 

 

※市民性
しみんせい

・・・よりよい社会
しゃかい

の実現
じつげん

のために、周囲
しゅうい

の人々
ひとびと

と積極的
せっきょくてき

に関
かか

わろうと

する意欲
いよ く

や行
こう

動力
どうりょく

のこと。 
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９．地域
ち い き

貢献
こうけん

事業
じぎょう

を促進
そくしん

します 

 地域
ちい き

福祉
ふく し

の推進
すいしん

にあたっては、生活
せいかつ

に関
かか

わる幅広
はばひろ

い地域
ちい き

生活
せいかつ

課題
かだ い

に対
たい

して、住民
じゅうみん

や福祉
ふく し

関係者
かんけいしゃ

、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

等
とう

とともに、専門
せんもん

職
しょく

を有
ゆう

する社会
しゃかい

福祉
ふく し

法人
ほうじん

との連携
れんけい

・協働
きょうどう

が求
もと

められています。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

における広域的
こういきてき

な取
と

り組
く

みを推進
すいしん

します。 

① 社会
しゃかい

福祉
ふく し

施設
しせ つ

で構成
こうせい

された地域
ちい き

貢献
こうけん

委員会
いいんかい

の活動
かつどう

を周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

します。 

② 市内
しな い

の社会
しゃかい

福祉
ふく し

施設間
しせつかん

の連携
れんけい

を強化
きょうか

し、地域
ちい き

課題
かだ い

を発見
はっけん

・解決
かいけつ

していく 

   ネットワーク
ね っ と わ ー く

を強化
きょうか

します。 

③ 市
し

内
ない

の企業
きぎょう

と協働
きょうどう

し、それぞれの強
つよ

みを活
い

かした地域
ちい き

貢献
こうけん

事業
じぎょう

を推進
すいしん

しま 

   す。 
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１０．社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の基盤
き ば ん

を強化
きょうか

し、総合性
そうごうせい

を発揮
は っ き

します 

 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

が地域
ちい き

福祉
ふく し

の推進
すいしん

を目的
もくてき

とする団体
だんたい

として、多様
たよ う

な事業
じぎょう

展開
てんかい

を図
はか

り、各種
かくしゅ

事業
じぎょう

を継続
けいぞく

・発展
はってん

させるためには、財源
ざいげん

や人材
じんざい

の確保
かく ほ

等
とう

の組織
そし き

運営
うんえい

体制
たいせい

の

強化
きょうか

が必要
ひつよう

です。地域
ちい き

や行政
ぎょうせい

と課題
かだ い

を認識
にんしき

し合
あ

いながら、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

が主体
しゅたい

と

なる事業
じぎょう

を推進
すいしん

します。 

① 生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

自立
じり つ

相談
そうだん

支援
しえ ん

事業
じぎょう

や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

配置
はい ち

事業
じぎょう

、 

 生活
せいかつ

支援
しえ ん

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

配置
はい ち

事業
じぎょう

等
とう

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

がもつ各種
かくしゅ

相談
そうだん

 

   機能
きの う

の有機的
ゆうきてき

な整備
せい び

に努
つと

めます。 

② 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

団体
だんたい

等
とう

の事務局
じむきょく

機能
きの う

を活
い

かし、市民
しみ ん

ニーズ
に ー ず

  

 に即
そく

したものとなるよう各団体
かくだんたい

の連携
れんけい

強化
きょうか

を促進
そくしん

します。 

③ 住民
じゅうみん

のニーズ
に ー ず

に合
あ

わせた社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

事業
じぎょう

の見直
みな お

しを行
おこな

い、新規
しん き

事業
じぎょう

の 

 開拓
かいたく

に努
つと

めます。 

④ 資金面
しきんめん

等
とう

での支援
しえ ん

や協 力
きょうりょく

が得
え

られるよう企業
きぎょう

等
とう

に働
はたら

きかけ、自主
じし ゅ

財源
ざいげん

の 

 確保に努めます。 

⑤ 職員
しょくいん

の資質
しし つ

向上
こうじょう

と資格
しか く

取得
しゅとく

に向
む

けての環境
かんきょう

整備
せい び

を促進
そくしん

します。 
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令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんか い

情報
じょうほう

交換会
こうかんかい

報告
ほうこく

 

 

開催
かいさい

日時
にち じ

   令和
れい わ

元年
がんねん

１１月
がつ

１８日
にち

（月
げつ

）午後
ご ご

１時
じ

３０分
ぷん

から午後
ご ご

３時
じ

 

開催
かいさい

場所
ばし ょ

   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

 会議室
かいぎしつ

 

参加
さん か

地区数
ち く す う

  １３地区
ち く

福祉
ふく し

委員会
いいんかい

 

参加者数
さんかしゃすう

   各地区
か く ち く

福祉
ふく し

委員会
いいんかい

委員
いい ん

及
およ

び協 力 員
きょうりょくいん

 ２９名
めい

 

       社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

事務局
じむきょく

職員
しょくいん

      ５名
めい

 

       合計
ごうけい

               ３４名
めい

 

 

【内
ない

  容
よう

】 

今回
こんかい

の情報
じょうほう

交換会
こうかんかい

については、第
だい

４期
き

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

策定
さくてい

にお

いて、地域
ちい き

の課題
かだ い

収 集
しゅうしゅう

のためのワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

を兼
か

ねる。 

あらかじめ、事務局
じむきょく

より情報
じょうほう

交換
こうかん

いただきたい内容
ないよう

を下記
か き

のように定
さだ

めた。 

 

課題
かだ い

① 地区
ち く

福祉
ふく し

委員
いい ん

の高齢化
こうれいか

について 

課題
かだ い

② リーダー
り ー だ ー

の育成
いくせい

について 

課題
かだ い

③ 地区
ち く

福祉
ふく し

委員
いい ん

の発掘
はっくつ

について 

課題
かだ い

④ その他
た

各
かく

グループ
ぐ る ー ぷ

で話
はな

し合
あ

いたいこと 

課題
かだ い

ごとに、それぞれ付箋
ふせ ん

に記入
きにゅう

した意見
いけ ん

を発表
はっぴょう

し、それに対
たい

するアドバイス
あ ど ば い す

や工夫
くふ う

などを話
はな

し合
あ

ってもらい、模造紙
も ぞ う し

に貼
は

っていった。 

貼
は

り付
つ

けた付箋
ふせ ん

をグループ
ぐ る ー ぷ

化
か

し、関係性
かんけいせい

を図解化
ず か い か

した。 
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【意
い

  見
けん

】 

１． 委員
いい ん

も高齢化
こうれいか

になり行事
ぎょうじ

をすることが困難
こんなん

になってきている。委員
いい ん

だけで

はできない作業
さぎょう

も増
ふ

えている。 

２． 参加者
さんかしゃ

から感謝
かんしゃ

の言葉
こと ば

等
とう

をいただくと、励
はげ

みややりがいを感
かん

じる。 

３． 「楽
たの

しい」という思
おも

いがあれば、活動
かつどう

もできる。自分
じぶ ん

の家族
かぞ く

と置
お

き換
か

える。 

４． 委員
いい ん

や協 力 員
きょうりょくいん

は女性
じょせい

が多
おお

いので身体的
しんたいてき

な不安
ふあ ん

を感
かん

じる。男性
だんせい

の委員
いい ん

の成
な

り手
て

が少
すく

ない。男性
だんせい

を増
ふ

やすことが課題
かだ い

である。 

５． 若
わか

い人
ひと

は仕事
しご と

を持
も

っており、育成
いくせい

が難
むずか

しい。 

６． 意図的
い と て き

に世代間
せだいかん

交流
こうりゅう

をして地域
ちい き

に関心
かんしん

を持
も

ってもらうことが必要
ひつよう

である。

育成会
いくせいかい

等
とう

もうまく巻
ま

き込
こ

んでいく。若
わか

いうちから地域
ちい き

活動
かつどう

に参加
さん か

してもらい、

伝
つた

えていく。 

７． 委員
いい ん

ではない若
わか

い人
ひと

にも、気軽
きが る

に「手伝
てつ だ

って」と言
い

える関係性
かんけいせい

を築
きず

くこと

が必要
ひつよう

である。 
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◆ グループ
ぐ る ー ぷ

Ａ：８名
め い

     構成
こうせい

地区
ち く

・・・田原台
た わ ら だ い

・さつきヶ丘
が お か

/北出
き た で

町
ちょう

/美田
み た

町
ちょう

/雁屋
か り や

/中野新町
な か の し ん ま ち

/畑中
はたなか

/岡山
おかやま

/楠公
なんこう

・①から③の課題
か だ い

の根
ね
っこは同

おな
じ。

・チームワーク
ち ー む わ ー く

ができている。

・なかなか育
そだ

たない。

・仲間
な か ま

で固
かた

まらないようにする。

・自分
じ ぶ ん

から手
て
を上

あ
げてくれる人

ひと
を見

み
つける。

・行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

するのが楽
たの

しいと思
おも

ってもらう。

・（地区福祉員
ちくふくしいいん

とは何
なに

かを）知
し
ってもらうこと。

課
題

か

だ

い

③

課
題

か

だ

い

④

・若
わか

い人
ひと

に委員
い い ん

を依頼
い ら い

する。

・各部会
かくぶかい

に合
あ
う方
かた

を選
えら

んで、担当
たんとう

リーダー
り ー だ ー

に

・活発的
かっぱつてき

な活動
かつどう

ができない。

・育成
いくせい

に困
こま

っている。

・仕事
し ご と

を持
も
つ人
ひと

が多
おお
く、育成

いくせい
が難
むずか

しい。

・若
わか

い人
ひと

に地域
ち い き

の会議
か い ぎ

に出
で
てもらえないので、

　人材
じんざい

発掘
はっくつ

に苦慮
く り ょ

している。

・行事
ぎょうじ

のたびに参加
さ ん か

の声掛
こ え か

けをしているが、なか

　なか難
むずか

しい。

令和
れ い わ

元年
が ん ね ん

度
ど

地区福祉委員会
ち く ふ く し い い ん か い

情報交換会
じ ょ う ほ う こ う か ん か い

報告
ほ う こ く

意
い
　　　　　　　見

けん
助
じょ

　　　　　　　言
げん

課
題

か

だ

い

①

課
題

か

だ

い

②

　なってもらう。

・個々
こ こ

に活動
かつどう

してもらう。

・最初
さいしょ

は見
み
よう見

み
まね、ともに考

かんが
えることを大切

たいせつ

　にする。

・自治会役員
じちかいやくいん

が地区福祉委員
ち く ふ く し い い ん

になっており、年齢
ねんれい

　が様々
さまざま

である。

　【　集
しゅう

　　　　　　　　　　約
やく

　】

・役員
やくいん

のなり手
て
がない。

・女性中心
じょせいちゅうしん

のため、身体的
しんたいてき

に不安
ふ あ ん

である。
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◆ グループ
ぐ る ー ぷ

Ｂ：７名
め い

     構成
こうせい

地区
ち く

・・・二丁通
にちょうどおり

/北出
き た で

町
ちょう

/美田
み た

町
ちょう

/畑中
はたなか

/楠公
なんこう

/砂
すな

/緑
りょくふう

風台
だい

・働
はたら

いている人
ひと

が多
おお
い。

・地元
じ も と

愛
あい

（自治会
じ ち か い

区域
く い き

）があれば、良
よ
い方向
ほうこう

に進
すす

　む。

　リーダー
り ー だ ー

教育
きょういく

ができていない。

・引継
ひきつぎ

がなく、何
なに

をしていいのかわからない時期
じ き

　があった。

・口
くち

コミ
こ み

が有効
ゆうこう

である。

・自治会役員
じちかいやくいん

になってもらう。

・子
こ
どもと一緒

いっしょ
に親
おや

や祖父母
そ ふ ぼ

も参加
さ ん か

してくれる。

・育成会
いくせいかい

とともに深
ふか

める機会
き か い

を作
つく

る。

・年長者
ねんちょうしゃ

から歩
あゆ

み寄
よ
る。

課
題

か

だ

い

③

課
題

か

だ

い

④

・比較的
ひかくてき

元気
げ ん き

な方
かた

にバトンタッチ
ば と ん た っ ち

する。

・周
まわ

りが良
よ
い人
ひと

だと嬉
うれ

しくて続
つづ

けられる。

・行事
ぎょうじ

でできない作業
さぎょう

が増
ふ
えた。

・自治会全体
じちかいぜんたい

の問題
もんだい

である。

・人材
じんざい

は豊富
ほ う ふ

だが、忙
いそが

しい人
ひと

が多
おお

い。

・若
わか

い時
とき

から地域活動
ちいきかつどう

に参加
さ ん か

していないので、

・委員
い い ん

の依頼
い ら い

をすると自治会
じ ち か い

をやめると言
い
われる。

・どんな人
ひと

かわからないため、声掛
こ え か

けをする対象
たいしょう

　かわからない。

・頼
たの

み先
さき

がわからない。

令和
れ い わ

元年
が ん ね ん

度
ど

地区福祉委員会
ち く ふ く し い い ん か い

情報交換会
じ ょ う ほ う こ う か ん か い

報告
ほ う こ く

意
い
　　　　　　　見

けん
助
じょ

　　　　　　　言
げん

課
題

か

だ

い

①

課
題

か

だ

い

②

・先輩
せんぱい

からのアドバイス
あ ど ば い す

がある。

・自分
じ ぶ ん

に期待
き た い

してくれる人
ひと

がいると思
おも

うと、若
わか

い

　リーダー
り ー だ ー

が育
そだ

つ。

・育成会
いくせいかい

を終
お
えた５０〜６０歳代

さいだい
に向

む
けてバトン

ば と ん

  タッチ
たっち

する。

　【　集
しゅう

　　　　　　　　　　約
やく

　】

・委員
い い ん

が固定化
こ て い か

している。

・自分
じ ぶ ん

も高齢化
こうれいか

している。
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令和
れ い わ

元年
が ん ね ん

度
ど

地区福祉委員会
ち く ふ く し い い ん か い

情報交換会
じ ょ う ほ う こ う か ん か い

報告
ほ う こ く

意
い
　　　　　　　見

けん
助
じょ

　　　　　　　言
げん

課
題

か

だ

い

①

課
題

か

だ

い

②

　互
たが

いの安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

になっている。

・みんなと楽
たの

しむ場
ば
となっている。

・地域
ち い き

の人
ひと

から声
こえ

を掛
か
けてもらえる喜

よろこ
びがある。

　【　集
しゅう

　　　　　　　　　　約
やく

　】

・後継者
こうけいしゃ

がいないので、やめられない。

・持病
じびょう

もあり、肉体的
にくたいてき

に難
むずか

しい。

・委員
い い ん

自身
じ し ん

も高齢化
こうれいか

であり、活動
かつどう

することで、お

・地域
ち い き

の事業
じぎょう

所
しょ

の出前
で ま え

講座
こ う ざ

等
とう

を活用
かつよう

する。

・参加費
さ ん か ひ

を高
たか

く設定
せってい

しない。

・４０〜６０歳
さい

代
だい

の人材
じんざい

が少
すく

ない。

・若
わか

い人
ひと

に参加
さ ん か

してもらえる方法
ほうほう

が知
し
りたい。

・若
わか

い人
ひと

に出
で
てきてほしい。

・積極的
せっきょくてき

に「こうしよう」という意見
い け ん

が出
で
てこな

・人材
じんざい

がいない。

・断
ことわ

られることが多
おお
い。

・人材
じんざい

はいるが、なかなか出
で
てきてもらえない。

・手工芸
しゅこうげい

等
とう

、製作
せいさく

時間
じ か ん

の工夫
く ふ う

が必要
ひつよう

である。

・男性参加者
だんせいさんかしゃ

が少
すく

ない。

◆ グループ
ぐ る ー ぷ

Ｃ：８名
め い

     構成
こうせい

地区
ち く

・・・田原台
た わ ら だ い

・さつきヶ丘
が お か

/滝
たき

木
こ

間
ま

/北出
き た で

町
ちょう

/美田
み た

町
ちょう

/雁屋
か り や

/畑中
はたなか

/楠公
なんこう

・事前準備
じぜんじゅんび

をすることで時間
じ か ん

短縮
たんしゅく

を図
はか

る。

・男性
だんせい

中心
ちゅうしん

の企画
き か く

をする。

　い。

・育成方法
いくせいほうほう

がわからない。

・協力員
きょうりょくいん

の中
なか

から役員
やくいん

を決
き
めることが難

むずか
しい。

・町会自体
ちょうかいじたい

の運営
うんえい

も難
むずか

しくなりつつある。

・参加
さ ん か

して「楽
たの

しい」と思
おも

ってもらう。

・家族
か ぞ く

の協力
きょうりょく

を得
え
る。

・自分
じ ぶ ん

の親
おや

のことを考
かんが

えると協力
きょうりょく

しようと思
おも

う。

・若
わか

い人
ひと

に地域活動
ちいきかつどう

を周知
しゅうち

する。

課
題

か

だ

い

③

課
題

か

だ

い

④
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令和
れ い わ

元年
が ん ね ん

度
ど

地区福祉委員会
ち く ふ く し い い ん か い

情報交換会
じ ょ う ほ う こ う か ん か い

報告
ほ う こ く

意
い
　　　　　　　見

けん
助
じょ

　　　　　　　言
げん

課
題

か

だ

い

①

課
題

か

だ

い

②

・社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協議会
きょうぎかい

で地区福祉委員
ち く ふ く し い い ん

研修
けんしゅう

をする。

  する。

　【　集
しゅう

　　　　　　　　　　約
やく

　】

・女性
じょせい

が多
おお

く、男性
だんせい

が少
すく

ない。

・行事
ぎょうじ

ができない。

・世代交代
せだいこうたい

しやすい、若
わか

い人
ひと

がやりやすい活動
かつどう

を

・前例
ぜんれい

踏襲
とうしゅう

ではなく、新
あたら

しい感性
かんせい

を取
と
り入

い
れる。

・自治会役員
じちかいやくいん

が兼務
け ん む

する状態
じょうたい

である。

・実際
じっさい

に動
うご

ける人
ひと

がいない。

・男性
だんせい

のリーダー
り ー だ ー

の成
な
り手

て
がない。

・育成
いくせい

できる環境
かんきょう

がない。

・協力者
きょうりょくしゃ

が少
すく

ない（特
とく

に男性
だんせい

）。

・自治会
じ ち か い

や組長
くみちょう

の中
なか
から探

さが
している。

・地域
ち い き

に引
ひ
きこもりの人

ひと
がいるのかわからない。

・対話
た い わ

が必要
ひつよう

と感
かん

じる。

・家族
か ぞ く

から少
すこ

しは身体
か ら だ

を労
いた

わるようにと心配
しんぱい

され

　る。

◆ グループ
ぐ る ー ぷ

Ｄ ：６名
め い

     構成
こうせい

地区
ち く

・・・滝
たき

木
こ

間
ま

/北出
き た で

町
ちょう

/美田
み た

町
ちょう

/雁屋
か り や

/畑中
はたなか

/中野新町
な か の し ん ま ち

・福祉
ふ く し

を難
むずか

しく考
かんが

えているのではないか。

・高齢化
こうれいか

のため成
な
り手

て
がない。

・委員
い い ん

の仕事
し ご と

がわからない。

・世代間
せだいかん

の交流
こうりゅう

をする。

・顔
かお

を知
し
ってもらい、話

はな
しやすい環境

かんきょう
を作
つく

る。

・自治会
じ ち か い

の行事
ぎょうじ

を通
とお

して探
さが

す。

課
題

か

だ

い

③

課
題

か

だ

い

④
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令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

美田町
み た ち ょ う

地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんか い

ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

報告
ほうこく

 

  

開催
かいさい

日時
にち じ

  令和
れい わ

元年
がんねん

１１月
   がつ

１４日
   にち

（木
もく

）午後
ご ご

３時
 じ

１０分
    ぷん

から午後
ご ご

４時
 じ

２０分
    ぷん

 

開催
かいさい

場所
ばし ょ

  美田町
みたちょう

公民館
こうみんかん

 

参加者数
さんかしゃすう

  美田町
みたちょう

地区
ち く

福祉
ふく し

委員会
いいんかい

委員
いい ん

及び
およ  

協 力 員
きょうりょくいん

 ７名
めい

 

      社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

事務局
じむきょく

職員
しょくいん

       ２名
めい

 

      合計
ごうけい

                 ９名
めい

 

 

【内
ない

   容
よう

】 

 第４期
だい   き

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

策定
さくてい

において、地域
ちい き

の課題
かだ い

収 集
しゅうしゅう

のため、 

美田町
みたちょう

地区
ち く

福祉
ふく し

委員
いい ん

及
およ

び協 力 員
きょうりょくいん

のご協 力
きょうりょく

のもと、ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

を開催
かいさい

した。 

 事務局
じむきょく

よりワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

のテーマ
て ー ま

を下記
か き

のように定
さだ

めた。 

 

課題
かだ い

① 地区
ち く

福祉
ふく し

委員
いい ん

の高齢化
こうれいか

について 

課題
かだ い

② リーダー
り ー だ ー

の育成
いくせい

について 

課題
かだ い

③ 地区
ち く

福祉
ふく し

委員
いい ん

の発掘
はっくつ

について 

課題
かだ い

④ その他
た

について 

 

 課題
かだ い

ごとに、それぞれ付箋
ふせ ん

に記入
きにゅう

した意見
いけ ん

を発表
はっぴょう

し、それに対
たい

するアドバイス
あ ど ば い す

や

工夫
くふ う

などを話
はな

し合
あ

ってもらい、模造紙
も ぞ う し

に貼
は

っていった。 

 貼
は

り付
つ

けた付箋
ふせ ん

をグループ
ぐ る ー ぷ

化
か

し、関係性
かんけいせい

を図解化
ず か い か

した。 
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【意
い

  見
けん

】 

１． 委員
いい ん

が高齢化
こうれいか

している。定年
ていねん

の延長
えんちょう

や若者
わかもの

の地域
ちい き

活動
かつどう

への関心
かんしん

が薄
うす

れている等
とう

の背景
はいけい

があるのではないか。 

２． 若
わか

い人
ひと

は仕事
しご と

をしており、忙
いそが

しいため、そのことを理由
りゆ う

に断
ことわ

られる。 

３． 自身
じし ん

が高齢
こうれい

であっても、楽
たの

しく地域
ちい き

活動
かつどう

を行
おこな

っている。若
わか

い人
ひと

たちにもそのこ

とが伝
つた

われば、参加
さん か

につながるのではないか。 

４． 地域
ちい き

活動
かつどう

に参加
さん か

したい気持
き も

ちはあっても役職
やくしょく

に就
つ

くことは避
さ

けたい。一方
いっぽう

で、

役職
やくしょく

に就
つ

いていない場合
ばあ い

、参加
さん か

しづらい（特
とく

に男性
だんせい

）のではないか。 

５． 家族
かぞ く

で参加
さん か

できるような行事
ぎょうじ

を行
おこな

うことによって、世代
せだ い

を超
こ

えた交流
こうりゅう

につな

がる。四季
し き

のイベント
い べ ん と

事
ごと

に関連
かんれん

する行事
ぎょうじ

を行
おこな

うことで、毎年
まいとし

の楽
たの

しみとなる。 

６． 気軽
きが る

に頼
たよ

り合
あ

える関係性
かんけいせい

を構築
こうちく

していくことが重要
じゅうよう

である。 

７． 同
おな

じ地域
ちい き

で生活
せいかつ

している者
もの

同士
どう し

でのつながりを大切
たいせつ

にし、活動
かつどう

を長
なが

くしていき

たい。そのためにはチームワーク
ち ー む わ ー く

が必要
ひつよう

である。 
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課
題

か

だ

い

③

課
題

か

だ

い

④

・７５歳
さい
以上
いじょう

の占
し
める割合

わりあい
が多
おお
い。 ・高齢

こうれい
であっても、楽

たの
しみになっている。

・若者
わかもの

が興味
きょうみ

がない。

・定年
ていねん

が延長
えんちょう

している（稼働
か ど う
年齢層
ねんれいそう

が高
たか
い）。

・高齢化
こうれいか

に伴
ともな
い、体力的

たいりょくてき
に厳
きび
しくなっている。

・よい人材
じんざい

がいるが、眠
ねむ
っている。 ・社会福祉協議会

しゃかいふくしきょうぎかい
で研修会
けんしゅうかい

を行
おこな
う。

・声
こえ
をかけても断

ことわ
られる。

・次
つぎ
の世代

せ だ い
に参加

さ ん か
してほしい。

・若
わか
い人
ひと
は仕事

し ご と
があり、忙

いそが
しい。

・他人
た に ん
より自分

じ ぶ ん
のことになっている。

・認知度
に ん ち ど

が低
ひく
い。

・大変
たいへん

なイメージ
い め ー じ

がある。

・責任
せきにん

を持
も
ちたくない。

令和
れ い わ

元年
が ん ね ん

度
ど

美田
み た

町
ちょう

地区福祉委員会
ち く ふ く し い い ん か い

ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

報告
ほ う こ く

意
い
　　　　　　　見

けん
助
じょ
　　　　　　　言

げん

課
題

か

だ

い

①

課
題

か

だ

い

②

・次
つぎ
の世代

せ だ い
に引

ひ
き継

つ
いでいく。

・世帯構成員
せたいこうせいいん

数
すう
の減少等
げんしょうとう

、現実
げんじつ

的
てき
な問題
もんだい

がある。

　【　集
しゅう

　　　　　　　　　　約
やく

　】

・地域
ち い き
でのつながりが重要

じゅうよう
である。

・他
た
団体
だんたい

（自治会
じ ち か い

、老人会
ろうじんかい

、育成
いくせい

会
かい
など）と協働

きょうどう

　していく。

・気軽
き が る
に声
こえ
かけできる関係

かんけい
性
せい
の構築
こうちく

が重要
じゅうよう

である。

・子
こ
どもが喜

よろこ
ぶことをする。

・地域
ち い き
の活性化

かっせいか
につながる認識

にんしき
をもってもらう。

・きっかけづくりが必要
ひつよう

。

・それぞれの違
ちが
いを認

みと
め合

あ
い、活動

かつどう
に活

い
かす。

・若
わか
い人
ひと
にもう少

すこ
し参加

さ ん か
してもらいたい。

・培
つちか
ってきたチームワーク

ち ー む わ ー く
でお互

たが
いに補

おぎな
い合

あ
って

　いる。

・家族
か ぞ く
で参加

さ ん か
できるようなイベント

い べ ん と
を催
もよお
すことで、

　世代間
せだいかん

交流
こうりゅう

につながる。

・自分
じ ぶ ん
の身体

か ら だ
を大切
たいせつ

にしながら、楽
たの
しむ。

・個人
こ じ ん
情報
じょうほう

の取
と
り扱
あつか
いが以前

い ぜ ん
より強化

きょうか
された。

・新
あたら
しい意見

い け ん
を出

だ
し合

あ
い、もっといろんなことを

　やりたい。

・役職
やくしょく

に就
つ
くことを避

さ
ける。

・現状
げんじょう

、育成
いくせい

に困
こま
っている。

・役員
やくいん

を終
お
えると、参加

さ ん か
しなくなる。
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報
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告
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書
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令
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和
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Ⅰ 調査概要 

１．調査の目的 

「第４期四條畷市地域福祉活動計画」の策定にあたり、地域における福祉活動の現状及び課題、福

祉に関するニーズ等を把握し、計画策定の基礎資料とするとともに、今後の取り組みの参考とするた

めに、調査を実施した。 

 

２．調査対象 

四條畷市に在住・在勤・在学している人、四條畷市で活動を行う人 

 

３．調査方法 

郵送による配布と回収 

 

４．調査期間 

令和元年 8月 2日（金）から 9月 30日（月）まで 

 

５．回収結果 

 

配布数 回収数 有効回答数 有効回答率 

752件 448件 448件 59.6％ 

 

６．報告書の見方 

（１）図表中の「n（number of case）」は、有効標本数（集計対象者総数）を表しています。 

（２）回答結果の割合「％」は、有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第

2位で四捨五入したものです。そのため、単数回答であっても合計値が 100.0％にならない場合が

あります。 

（３）複数回答の設問の場合、回答は選択肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示し、そ

のため、合計が 100.0％を超える場合があります。 

（４）図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が著しく

困難なものです。 

（５）本調査の回答者においては、「19歳まで」は 0人、「20歳から 39歳」は 6人と少数であったた

め、年齢別のクロス集計では、「20歳から 39歳」の年齢層を分析対象から除外しています。 
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Ⅱ 調査結果 

回答者の属性 

（ア）性別 

「男性」が 28.3％、「女性」が 70.3％となっており、女性が約 7割を占めている。 

 

図 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）年齢 

「65歳から 80歳」が 71.4％で最も高く、次いで「40歳から 64歳」が 17.2％、「81歳以上」が 9.4％

である。 

性別でみると、男性は女性に比べて「40歳から 64歳」の割合が低く、65歳以上が 89.8％を占めて

いる。 

図 年齢 

 

 

 

 

 

 

表 性別 年齢 

（％） 

  

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

１
９
歳
ま
で 

２
０
歳
か
ら
３
９
歳 

４
０
歳
か
ら
６
４
歳 

６
５
歳
か
ら
８
０
歳 

８
１
歳
以
上 

無
回
答 

全体 448 - 1.3 17.2 71.4 9.4 0.7 

性
別 

男性 127 - 1.6 7.9 75.6 14.2 0.8 

女性 315 - 1.0 21.0 70.5 7.6 - 

男性

28.3%

女性

70.3%

無回答

1.3%

(n=448)

0.0

1.3
17.2 71.4 9.4 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

19歳まで 20歳から39歳 40歳から64歳 65歳から80歳 81歳以上 無回答
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（ウ）職業 

「無職」が 36.8％で最も高く、次いで「家事専業」が 35.0％、「パート・アルバイト」が 13.8％と

なっている。職業を持っている人（「会社員、団体職員」、「公務員」、「自営業（農業を除く）」、「農業

等」、「パート・アルバイト」の合計）が 25.4％、職業を持っていない人（「無職」、「家事専業」の合

計）が 71.8％となっている。 

性別でみると、男性は「無職」が 66.1％で、女性は「家事専業」が 49.8％となっている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳ではフルタイム（（「会社員、団体職員」、「公務員」、「自営業（農

業を除く）」）以外の割合は 76.7％であるが、65歳から 80歳、81歳以上では、それぞれ 91.9％、95.3％

となっている。 

 

図 職業 

 

 

 

 

 

 

 

表 性別、年齢別 職業 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

会
社
員
、
団
体
職
員 

公
務
員 

自
営
業
（
農
業
を
除
く
） 

農
業
等 

学
生 

家
事
専
業 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト 

無
職 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 448 4.7 1.6 4.0 1.3 - 35.0 13.8 36.8 1.6 1.1 

性
別 

男性 127 7.9 2.4 7.1 2.4 - - 11.0 66.1 2.4 0.8 

女性 315 3.2 1.3 2.9 1.0 - 49.8 14.9 25.1 1.3 0.6 

年
齢
別 

40歳から 64歳 77 13.0 5.2 3.9 1.3 - 31.2 40.3 3.9 - 1.3 

65歳から 80歳 320 2.5 0.9 4.4 0.9 - 39.1 9.4 40.9 1.6 0.3 

81歳以上 42 - - 2.4 4.8 - 14.3 2.4 71.4 2.4 2.4 

 

 

  

4.7
1.6

4.0
1.3

0.0
35.0 13.8 36.8

1.6
1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

会社員、

団体職員

公務員 自営業

（農業を除く）

農業等 学生 家事専業 パート・

アルバイト

無職 その他 無回答
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（エ）家族構成 

「夫婦のみ」が 41.7％で最も高く、次いで「二世代世帯（親と子）」が 34.4％、「ひとり暮らし（単

身）」が 13.2％、「三世代世帯（親と子と孫）」が 8.3％となっている。 

性別でみると、男性は「夫婦のみ」が 51.2％で半数を超えている。男性よりも女性の方が「ひとり

暮らし（単身）」、「二世代世帯（親と子）」、「三世代世帯（親と子と孫）」の割合が高くなっている。 

年齢別でみると、年齢が高くなるほど「ひとり暮らし（単身）」の割合が高くなっている。40 歳か

ら 64歳では「二世代世帯（親と子）」が 46.8％で最も高く、65歳から 80歳、81歳以上では「夫婦の

み」の割合が最も高く、それぞれ 46.6％、42.9％となっている。 

 

図 家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

表 性別、年齢別 家族構成 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

ひ
と
り
暮
ら
し
（
単
身
） 

夫
婦
の
み 

二
世
代
世
帯
（
親
と
子
） 

三
世
代
世
帯
（
親
と
子
と
孫
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 448 13.2 41.7 34.4 8.3 0.7 1.8 

性
別 

男性 127 11.8 51.2 27.6 6.3 2.4 0.8 

女性 315 14.0 38.4 37.1 8.9 - 1.6 

年
齢
別 

40歳から 64歳 77 11.7 24.7 46.8 11.7 1.3 3.9 

65歳から 80歳 320 13.1 46.6 31.3 7.8 0.3 0.9 

81歳以上 42 19.0 42.9 28.6 7.1 2.4 - 

  

13.2 41.7 34.4 8.3 0.7
1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

ひとり暮らし（単身） 夫婦のみ 二世代世帯

（親と子）

三世代世帯

（親と子と孫）

その他 無回答
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31.5 51.4 15.1 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=438)

国道163号線より

北側（田原地域除く）

国道163号線より

南側（田原地域除く）

田原地域 無回答

（オ）現在の住まい 

「四條畷市内」が 97.8％、「四條畷市以外」が 1.8％となっている。大半が四條畷市内在住者であ

る。 

 

図 現在の住まい 

 

 

 

 

 

 

 

居住地区 

「国道 163号線より南側（田原地域除く）」が 51.4％で最も高く、次いで「国道 163号線より北側

（田原地域除く）」が 31.5％、「田原地域」が 15.1％となっている。 

 

図 居住地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住年数 

「20年以上」が 80.4％で最も高く、次いで「15年～20年未満」が 6.2％、「10年～15年未満」が

5.9％、「5年～10年未満」が 3.4％、「3年未満」が 0.7％、「3年～5年未満」が 0.5％となっている。 

居住年数 10年以上が 9割以上を占めている。 

 

図 居住年数 

 

 

 

 

 

 

  

97.8 1.8
0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

四條畷市内 四條畷市以外 無回答

0.7

0.5
3.4 5.9 6.2 80.4 3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=438)

3年未満 3年～5年未満 5年～10年未満 10年～15年未満 15年～20年未満 20年以上 無回答
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51.8

44.9

54.9

45.5

55.0

50.0

32.1

35.4

30.8

36.4

30.9

26.2

13.8

17.3

12.1

16.9

11.9

19.0

1.1

0.0

1.6

1.3

0.9

2.4

1.1

2.4

0.6

0.0

1.3

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

男性(n=127)

女性(n=315)

40歳から64歳(n= 77)

65歳から80歳(n=320)

81歳以上(n= 42)

困っているとき（病気、悩み、

事故など）に相談をしたり、

助け合ったりするなど、

親しくしているお宅がある

たまに

立ち話を

する程度

会えばあいさつは

するが、それ以上

の話はしない

ほとんど

つきあい

がない

無回答

性
別

年
齢
別

１．地域での生活や関わりについて 

（１）ふだんの近所づきあいの程度 

（問１）あなたは、ふだんご近所とどの程度のつきあいがありますか？（ひとつだけ○） 

 

ふだんの近所づきあいの程度をみると、「困っているとき（病気、悩み、事故など）に相談をした

り、助け合ったりするなど、親しくしているお宅がある」が 51.8％で最も高く、次いで「たまに立ち

話をする程度」が 32.1％、「会えばあいさつはするが、それ以上の話はしない」が 13.8％となってい

る。 

性別でみると、女性では「困っているとき（病気、悩み、事故など）に相談をしたり、助け合った

りするなど、親しくしているお宅がある」が 54.9％で、男性より 10ポイント高くなっている。 

年齢別でみると、65歳から 80歳では「困っているとき（病気、悩み、事故など）に相談をしたり、

助け合ったりするなど、親しくしているお宅がある」が最も高く 55.0％となっている。81 歳以上で

は「たまに立ち話をする程度」が他の年齢と比べて低く、「会えばあいさつはするが、それ以上の話

はしない」が他の年齢と比べて高くなっている。 

図 性別、年齢別 ふだんの近所づきあいの程度 
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（２）暮らしの中での困りごと 

（問２）あなたは、毎日の暮らしの中で、どのような困りごとがありますか？（○は３つまで） 

 

暮らしの中での困りごとをみると、「特にない」が 42.2％で最も高くなっている。次いで「力仕事

や高い所の仕事ができない」が 29.2％、「機械類・電化製品の使い方や修理方法がわからない」が 17.2％、

「運動する場所や機会の不足」が 12.5％、「買い物や通院などの外出が不便」が 10.3％となっている。 

 

図 暮らしの中での困りごと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.2

17.2

12.5

10.3

8.9

6.7

5.4

3.6

2.5

42.2

3.8

0% 20% 40% 60%

力仕事や高い所の仕事ができない

機械類・電化製品の使い方や修理方法がわからない

運動する場所や機会の不足

買い物や通院などの外出が不便

庭の手入れや・畑仕事ができない

生涯学習などの場所や機会の不足

話し相手、遊び相手が少ない

家事労働（ごみ出し・炊事・洗濯など）がきつい

その他

特にない

無回答 全体(n=448)
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性別でみると、男女とも「特にない」が最も高く、女性のほうが男性と比べてやや高くなっている。

次いで、男性は「運動する場所や機会の不足」、女性は「機械類・電化製品の使い方や修理方法がわ

からない」が高くなっている。 

年齢別でみると、40 歳から 64 歳では「特にない」が 53.2％と高くなっているが、81 歳以上では

26.2％と低く半分になっている。81 歳以上では「力仕事や高い所の仕事ができない」が 54.8％と高

くなっている。 

 

表 性別、年齢別 暮らしの中での困りごと 

（％） 

 

 

 

 

 

  

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

力
仕
事
や
高
い
所
の
仕
事
が
で
き
な
い 

機
械
類
・
電
化
製
品
の
使
い
方
や
修
理
方
法
が
わ
か
ら
な
い 

運
動
す
る
場
所
や
機
会
の
不
足 

買
い
物
や
通
院
な
ど
の
外
出
が
不
便 

庭
の
手
入
れ
や
・
畑
仕
事
が
で
き
な
い 

生
涯
学
習
な
ど
の
場
所
や
機
会
の
不
足 

話
し
相
手
、
遊
び
相
手
が
少
な
い 

家
事
労
働
（
ご
み
出
し
・
炊
事
・
洗
濯
な
ど
）
が
き
つ
い 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全体 448  29.2  17.2  12.5  10.3  8.9  6.7  5.4  3.6  2.5  42.2  3.8  

性
別 

男性 127  27.6  13.4  17.3  8.7  7.1  8.7  7.1  4.7  6.3  40.2  3.9  

女性 315  30.2  19.0  10.8  10.8  9.8  5.7  4.4  2.9  1.0  42.9  3.8  

年
齢
別 

40歳から 64歳 77  14.3  10.4  20.8  7.8  9.1  9.1  9.1  2.6  1.3  53.2  -  

65歳から 80歳 320  29.7  18.8  10.3  10.0  8.8  5.9  3.1  2.8  2.2  41.6  5.0  

81歳以上 42  54.8  21.4  16.7  14.3  9.5  7.1  11.9  11.9  4.8  26.2  2.4  
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15.6

20.5

14.0

10.4

16.6

19.0

71.9

68.5

72.7

75.3

72.5

57.1

8.9

6.3

10.2

10.4

7.8

16.7

0.9

0.8

1.0

1.3

0.9

0.0

1.3

2.4

1.0

2.6

0.9

2.4

1.3

1.6

1.3

0.0

1.3

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

男性(n=127)

女性(n=315)

40歳から64歳(n= 77)

65歳から80歳(n=320)

81歳以上(n= 42)

積極的に

対応したい

できるだけ

対応したい

対応したいが

できれば避けたい

関わりたくない

ので何もしない

その他 無回答

性
別

年
齢
別

（３）困りごとを抱えている人への対応 

（問３）あなたの身近なところで、困りごとを抱えている人たちから助けの求めがあったとき、あなた

自身はどう対応したいと思いますか？（ひとつだけ○） 

 

困りごとを抱えている人への対応をみると、「できるだけ対応したい」が 71.9％、「積極的に対応し

たい」が 15.6％、「対応したいができれば避けたい」が 8.9％となっている。 

性別でみると、男性では「積極的に対応したい」が 20.5％と女性より 6.5ポイント高くなっている。

女性では「対応したいができれば避けたい」が 10.2％と約 1割を占めている。 

年齢別でみると、年齢が高くなるほど「積極的に対応したい」が高くなっており、81 歳以上では

19.0％となっているが、81歳以上では「対応したいができれば避けたい」も他の年齢より高く 16.7％

となっている。 

 

図 性別、年齢別 困りごとを抱えている人への対応 
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4.7

5.5

4.4

7.8

3.4

9.5

52.9

43.3

56.5

50.6

54.1

45.2

35.3

44.1

31.7

32.5

36.9

28.6

3.8

6.3

2.9

6.5

2.2

11.9

0.9

0.0

1.3

0.0

1.3

0.0

0.7

0.0

1.0

1.3

0.6

0.0

1.8

0.8

2.2

1.3

1.6

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

男性(n=127)

女性(n=315)

40歳から64歳(n= 77)

65歳から80歳(n=320)

81歳以上(n= 42)

心から打ち

解けあえる

関係を築き

たい

隣近所の人

とはつきあいを

大切にしたい

地域を良くする

活動をみんなで

協力し合って

行いたい

他人の力は

できるだけ

借りたくない

地域の人や近隣

の人たちとは

できるだけ関わり

をもちたくない

その他 無回答

性
別

年
齢
別

（４）地域における人と人の関わりについての考え 

（問４）あなたは地域で人と人の関わりについて、どのように考えていますか？（ひとつだけ○） 

 

地域における人と人との関わりについての考えをみると、「隣近所の人とはつきあいを大切にした

い」が 52.9％で最も高く、次いで「地域を良くする活動をみんなで協力し合って行いたい」が 35.3％、

「心から打ち解けあえる関係を築きたい」が 4.7％、「他人の力はできるだけ借りたくない」が 3.8％、

「地域の人や近隣の人たちとはできるだけ関わりをもちたくない」が 0.9％となっている。9 割以上

が地域の人との関わりを大切に考えている様子がうかがえる。 

性別でみると、男性では「地域を良くする活動をみんなで協力し合って行いたい」が 44.1％で最も

高く、女性では「隣近所の人とはつきあいを大切にしたい」が 56.5％で最も高くなっている。 

年齢別でみると、81歳以上では「心から打ち解けあえる関係を築きたい」が他の年齢よりやや高く

なっているが、「他人の力はできるだけ借りたくない」も 11.9％と他の年齢より高くなっている。 

 

 

図 性別、年齢別 地域における人と人の関わりについての考え 
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（５）困りごとの相談相手 

（問５）あなたは困りごとがあったときに、誰に相談しますか？（○は３つまで） 

 

困りごとの相談相手をみると、「家族・親戚」が 86.8％で最も高く、次いで「友人・知人」が 62.9％、

「近所の人」が 19.0％、「医療・福祉関係の人」が 16.1％、「行政の職員」が 11.6％となっている。 

 

図 困りごとの相談相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.8

62.9

19.0

16.1

11.6

8.5

4.5

0.2

1.1

0.2

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親戚

友人・知人

近所の人

医療・福祉関係の人

行政の職員

自治会の役員

職場や仕事先の人

保育所（園）・幼稚園や学校の先生

その他

相談できる人がいない

無回答 全体(n=448)

保育所（園）や認定子ども園・幼稚園・学校の先生
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性別でみると、男女とも「家族・親戚」、「友人・知人」の順で高くなっており、女性では「友人・

知人」が男性より 18.3ポイント高くなっている。男性では「近所の人」、医療・福祉関係の人」、「行

政の職員」、「自治会の役員」が 2割前後といずれも女性より高くなっている。 

年齢別でみると、81歳以上では「家族・親戚」が 90.5％と高くなっている。40歳から 64歳では「友

人・知人」が 70.1％と高くなっている。81歳以上では「自治会の役員」が 16.7％と他の年齢より高

くなっている。 

 

表 性別、年齢別 困りごとの相談相手 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

家
族
・
親
戚 

友
人
・
知
人 

近
所
の
人 

医
療
・
福
祉
関
係
の
人 

行
政
の
職
員 

自
治
会
の
役
員 

職
場
や
仕
事
先
の
人 

保
育
所
（
園
）
や
認
定
こ
ど
も
園
・
幼
稚
園
・
学
校
の
先
生 

そ
の
他 

相
談
で
き
る
人
が
い
な
い 

無
回
答 

全体 448  86.8  62.9  19.0  16.1  11.6  8.5  4.5  0.2  1.1  0.2  1.1  

性
別 

男性 127  80.3  49.6  20.5  22.0  18.1  17.3  2.4  -  2.4  -  0.8  

女性 315  89.5  67.9  18.7  14.0  8.9  5.1  5.4  0.3  0.6  0.3  1.3  

年
齢
別 

40歳から 64歳 77  77.9  70.1  15.6  6.5  7.8  5.2  14.3  1.3  1.3  1.3  1.3  

65歳から 80歳 320  88.1  62.2  20.0  18.1  12.8  8.4  2.2  -  0.9  -  0.6  

81歳以上 42  90.5  50.0  21.4  21.4  11.9  16.7  -  -  -  -  4.8  
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（６）助けが必要になったとき、希望する支援 

（問６）あなたやご家族に助けが必要になったとき、どのような支援をしてほしいと思いますか？（〇

は３つまで） 

 

助けが必要になったとき、希望する支援をみると、「声かけや見守り、緊急連絡先への連絡」が 49.3％

で最も高く、次いで「災害時の手助け」が 37.3％、「心配ごとなどの相談相手」が 24.1％、「買い物

や外出の手伝い」が 20.5％、「介護を必要とする人の短時間の預り」が 16.1％、「日常的な話し相手」

と「急病になったときの看病」がともに 13.2％、「特にない」が 10.5％となっている。 

 

図 助けが必要になったとき、希望する支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.3

37.3

24.1

20.5

16.1

13.2

13.2

5.6

4.7

2.2

2.0

1.6

0.9

10.5

3.1

0% 20% 40% 60%

声かけや見守り、緊急連絡先への連絡

災害時の手助け

心配ごとなどの相談相手

買い物や外出の手伝い

介護を必要とする人の短時間の預り

日常的な話し相手

急病になったときの看病

庭の水やりや草取り

ごみ出しや布団干しなど家事の手伝い

ペットの世話や自宅前の清掃

子どもの短時間の預り

新聞や郵便物の整理

その他

特にない

無回答 全体(n=448)
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性別でみると、男女とも「声かけや見守り、緊急連絡先への連絡」が最も高くほぼ同率となってい

る。男性では「日常的な話し相手」と「急病になったときの看病」が女性より約 10 ポイント高く、

女性では「買い物や外出の手伝い」と「介護を必要とする人の短時間の預り」が男性より約 7ポイン

ト高くなっている。 

年齢別でみると、81 歳以上では「心配ごとなどの相談相手」と「日常的な話し相手」がそれぞれ

38.1％、26.2％と高くなっており、「急病になったときの看病」も 21.4％と他の年齢より高くなって

いる。 

 

表 性別、年齢別 助けが必要になったとき、希望する支援 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

声
か
け
や
見
守
り
、
緊
急
連
絡
先
へ
の
連
絡 

災
害
時
の
手
助
け 

心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
相
手 

買
い
物
や
外
出
の
手
伝
い 

介
護
を
必
要
と
す
る
人
の
短
時
間
の
預
り 

日
常
的
な
話
し
相
手 

急
病
に
な
っ
た
と
き
の
看
病 

庭
の
水
や
り
や
草
取
り 

ご
み
出
し
や
布
団
干
し
な
ど
家
事
の
手
伝
い 

ペ
ッ
ト
の
世
話
や
自
宅
前
の
清
掃 

子
ど
も
の
短
時
間
の
預
か
り 

新
聞
や
郵
便
物
の
整
理 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全体 448  49.3  37.3  24.1  20.5  16.1  13.2  13.2  5.6  4.7  2.2  2.0  1.6  0.9  10.5  3.1  

性
別 

男性 127  48.8  35.4  26.0  14.2  11.0  19.7  20.5  2.4  4.7  2.4  0.8  2.4  1.6  11.8  1.6  

女性 315  49.8  38.1  23.8  22.5  18.4  9.8  10.2  7.0  4.8  2.2  2.2  1.3  0.6  10.2  3.8  

年
齢
別 

40歳から 64歳 77  41.6  40.3  29.9  18.2  20.8  7.8  13.0  2.6  9.1  3.9  3.9  1.3  1.3  13.0  1.3  

65歳から 80歳 320  52.8  36.6  21.3  22.2  15.9  12.5  12.2  5.9  4.1  2.2  1.3  1.9  0.6  10.6  3.8  

81歳以上 42  40.5  35.7  38.1  11.9  11.9  26.2  21.4  9.5  -  -  -  -  -  7.1  2.4  
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38.4

44.1

36.2

28.6

39.4

52.4

52.5

45.7

54.9

57.1

53.1

35.7

6.3

8.7

5.4

11.7

4.7

7.1

0.2

0.0

0.3

0.0

0.0

2.4

2.7

1.6

3.2

2.6

2.8

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

男性(n=127)

女性(n=315)

40歳から64歳(n= 77)

65歳から80歳(n=320)

81歳以上(n= 42)

とても関心がある やや関心がある あまり関心がない まったく関心がない 無回答

性
別

年
齢
別

２．「福祉」や「福祉サービス」について 

（１）「福祉」に関する関心の有無 

（問７）あなたは「福祉」に関心をお持ちですか？（ひとつだけ○） 

 

「福祉」に関する関心の有無をみると、「やや関心がある」が 52.5％、「とても関心がある」が 38.4％、

「あまり関心がない」が 6.3％となっている。『関心がある』（「とても関心がある」と「やや関心があ

る」の合計）は 90.9％、『関心がない』（「まったく関心がない」と「あまり関心がない」の合計）は

6.5％となっている。 

性別でみると、男性では『関心がある』が 89.8％、『関心がない』が 8.7％、女性では『関心があ

る』が 91.1％、『関心がない』が 5.7％となっており、女性のほうが男性よりわずかに関心度が高く

なっている。 

年齢別でみると、81 歳以上では「とても関心がある」が 52.4％と最も高く 5 割を超えている。65

歳から 80歳では『関心がある』が 92.5％と最も高くなっている。 

 

図 性別、年齢別 「福祉」に関する関心の有無 
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6.9

5.6

4.0

3.8

3.8

1.8

1.6

1.1

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

1.6

1.3

0% 20% 40% 60%

ケアマネジャーや

ホームヘルパー

コミュニティソーシャル

ワーカー（ＣＳＷ）

市立公民館や地域の公民館

障がい者相談支援センター

職場や仕事先の人

子育て総合支援センター

小学校や中学校

生活困窮者自立支援相談員

保育所（園）や幼稚園

その他

情報を得る方法がわからない

情報を得る必要がない

相談する方法がわからない

相談する必要がない

無回答

全体(n=448)

（２）「福祉サービス」に関する情報源や相談相手 

（問８）あなたは、現在、「福祉サービス」に関する情報をおもにどこから入手したり、困ったときに

どこに相談したりしていますか？（○は５つまで） 

 

「福祉サービス」に関する情報源や相談相手をみると、「市役所」が 43.8％で最も高く、次いで「広

報誌『しじょうなわて』」が 36.4％、「社会福祉協議会」が 29.9％、「地域包括支援センター」が 29.7％、

「友人・知人」が 28.8％、「自治会の回覧板」が 23.2％、「家族や親戚」が 22.1％となっている。 

 

図 「福祉サービス」に関する情報源や相談相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

43.8

36.4

29.9

29.7

28.8

23.2

22.1

19.0

17.9

15.2

14.1

10.0

8.3

7.1

6.9

0% 20% 40% 60%

市役所

広報誌「しじょうなわて」

社会福祉協議会

地域包括支援センター

友人・知人

自治会の回覧板

家族や親戚

民生委員・児童委員

近所の人や自治会の役員

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ

ボランティア団体や

その活動者

社協だより

インターネット

病院や高齢者・

障がい者施設

保健センター

保育所（園）や認定子ども園・幼稚園



50  

 

性別でみると、男性では「市役所」が 57.5％と高くなっており、次いで「社会福祉協議会」が 37.8％

と高くなっている。また、「近所の人や自治会の役員」が 24.4％で女性より 8.8ポイント高くなって

いる。女性では「広報誌『しじょうなわて』」が 38.7％で最も高く、次いで「市役所」が 38.4％でほ

ぼ同率となっており、「友人・知人」（32.4％）と「地域包括支援センター」（31.7％）も 3 割台と高

くなっている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳では「広報誌『しじょうなわて』」が最も高く 44.2％、「インター

ネット」が 19.5％で他の年齢と比べて高くなっている。65歳から 80歳では「市役所」が最も高くな

っている。81歳以上では「家族や親戚」が最も高く 40.5％、「社協だより」が 21.4％で他の年齢と比

べて高くなっている。 

表 性別、年齢別 「福祉サービス」に関する情報源や相談相手 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

市
役
所 

広
報
誌
「
し
じ
ょ
う
な
わ
て
」 

社
会
福
祉
協
議
会 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

友
人
・
知
人 

自
治
会
の
回
覧
板 

家
族
や
親
戚 

民
生
委
員
・
児
童
委
員 

近
所
の
人
や
自
治
会
の
役
員 

新
聞
・
雑
誌
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
や
そ
の
活
動
者 

社
協
だ
よ
り 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

病
院
や
高
齢
者
・
障
が
い
者
施
設 

保
健
セ
ン
タ
ー 

全体 448  43.8  36.4  29.9  29.7  28.8  23.2  22.1  19.0  17.9  15.2  14.1  10.0  8.3  7.1  6.9  

性
別 

男性 127  57.5  31.5  37.8  24.4  19.7  26.0  20.5  22.8  24.4  18.1  7.9  15.0  8.7  6.3  7.1  

女性 315  38.4  38.7  26.7  31.7  32.4  22.5  22.9  16.8  15.6  14.0  16.8  8.3  8.3  7.3  6.3  

年
齢
別 

40歳から 64歳 77  41.6  44.2  16.9  19.5  27.3  26.0  15.6  15.6  19.5  13.0  11.7  5.2  19.5  7.8  7.8  

65歳から 80歳 320  45.3  38.1  32.8  32.2  28.8  23.8  20.9  20.0  17.2  15.9  15.0  9.7  6.3  6.3  7.2  

81歳以上 42  35.7  14.3  31.0  31.0  31.0  14.3  40.5  16.7  16.7  14.3  14.3  21.4  4.8  11.9  2.4  

 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー 

（
Ｃ
Ｓ
Ｗ
） 

市
立
公
民
館
や
地
域
の
公
民
館 

障
が
い
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

職
場
や
仕
事
先
の
人 

子
育
て
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー 

小
学
校
や
中
学
校 

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
相
談
員 

保
育
所
（
園
）
や
認
定
こ
ど
も
園
・ 

幼
稚
園 

そ
の
他 

情
報
を
得
る
方
法
が
わ
か
ら
な
い 

情
報
を
得
る
必
要
が
な
い 

相
談
す
る
方
法
が
わ
か
ら
な
い 

相
談
す
る
必
要
が
な
い 

無
回
答 

全体 448  6.9  5.6  4.0  3.8  3.8  1.8  1.6  1.1  -  0.7  -  -  -  1.6  1.3  

性
別 

男性 127  3.1  4.7  3.9  4.7  2.4  -  0.8  1.6  -  1.6  -  -  -  0.8  1.6  

女性 315  8.3  5.7  4.1  3.5  4.4  2.5  1.6  1.0  -  0.3  -  -  -  1.9  1.3  

年
齢
別 

40歳から 64歳 77  3.9  2.6  3.9  2.6  10.4  7.8  6.5  -  -  -  -  -  -  5.2  -  

65歳から 80歳 320  6.9  5.9  4.4  4.4  2.8  0.3  -  0.9  -  0.9  -  -  -  0.9  1.6  

81歳以上 42  11.9  4.8  2.4  2.4  -  2.4  -  4.8  -  -  -  -  -  -  2.4  
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83.7

88.2

81.6

88.3

84.7

64.3

9.2

5.5

10.8

10.4

8.8

11.9

5.4

3.9

6.0

1.3

5.3

14.3

1.8

2.4

1.6

0.0

1.3

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

男性(n=127)

女性(n=315)

40歳から64歳(n= 77)

65歳から80歳(n=320)

81歳以上(n= 42)

現在活動している 過去に活動したことがあるが、

現在は活動していない

活動したことがない 無回答

性
別

年
齢
別

 

３．地域活動やボランティア活動について 

（３）地域活動・ボランティア活動の参加状況 

（問９）あなたは現在、自治会や子ども会などの地域活動や、その他のボランティア活動に参加してい

ますか？（ひとつだけ〇） 

 

地域活動・ボランティア活動の参加状況をみると、「現在活動している」が 83.7％、「過去に活動し

たことがあるが、現在は活動していない」が 9.2％、「活動したことがない」が 5.4％となっている。

「現在活動している」と「過去に活動したことがあるが、現在は活動していない」を合わせると、『活

動している（したことがある）』人は 92.9％で 9割を超えている。 

性別でみると、男性では「現在活動している」が 88.2％、女性では「現在活動している」が 81.6％

で、男性のほうが女性より 6.6ポイント高いが、『活動している（したことがある）』は男性 93.7％、

女性 92.4％となり、大きな差はみられない。 

年齢別でみると、81歳以上では「現在活動している」が 64.3％と低くなっており、「活動したこと

がない」が 14.3％で他の年齢より高くなっている。40歳から 64歳では『活動している（したことが

ある）』人は 98.7％となっており、ほとんどの人がボランティア活動に参加している状況がうかがえ

る。 

 

図 性別、年齢別 地域活動・ボランティア活動の参加状況 
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（４）参加している地域活動・ボランティア活動の内容 

（問 10）問９で、「１．現在活動している」「２．過去に活動した」と答えた方に質問です。それはどの

ような活動です（活動でした）か？（あてはまるものすべてに○） 

 

参加している地域活動・ボランティア活動の内容をみると、「自治会の活動」が 63.9％で最も高く、

次いで「老人クラブや高齢者の支援活動」が 39.2％、「ひとり暮らしなどの高齢者の援助」が 26.0％、

「子ども会・PTAの活動」が 25.5％、「清掃・美化・環境に関する活動」が 24.8％、「地域づくりに関

する活動」が 20.2％、「婦人会や女性団体の活動」が 19.0％、「校区の活動」が 18.3％、「スポーツ・

文化・レクリエーション・生涯学習に関する活動」が 16.1％となっている。 

 

図 参加している地域活動・ボランティア活動の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63.9

39.2

26.0

25.5

24.8

20.2

19.0

18.3

16.1

13.7

13.5

11.8

8.2

7.2

7.0

2.4

2.6

0% 20% 40% 60% 80%

自治会の活動

老人クラブや高齢者の支援活動

ひとり暮らしなどの高齢者の援助

子ども会・ＰＴＡの活動

清掃・美化・環境に関する活動

地域づくりに関する活動

婦人会や女性団体の活動

校区の活動

スポーツ・文化・レクリエーション・

生涯学習に関する活動

子育ての支援や子どもの世話

消防団や防犯などの活動

障がいのある人（子ども）の援助

青少年の健全育成に関する活動

災害ボランティア活動

健康づくりや食生活に関する活動

その他

無回答 全体(n=416)
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性別でみると、男女とも「自治会の活動」、「老人クラブや高齢者の支援活動」の順で高くなってお

り、男性は「自治会の活動」が約 8 割で、女性より 21.7 ポイント高くなっている。次いで、男性で

は「清掃・美化・環境に関する活動」が 38.7％、「地域づくりに関する活動」が 33.6％となっており、

女性では「子ども会・PTAの活動」が 31.3％、「ひとり暮らしなどの高齢者の援助」が 27.5％となっ

ている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳では「子ども会・PTAの活動」が 40.8％と高く、「校区の活動」が

25.0％とやや高くなっている。81歳以上では「老人クラブや高齢者の支援活動」が 59.4％と高く、「災

害ボランティア活動」が 15.6％とやや高くなっている。 

 

表 性別、年齢別 参加している地域活動・ボランティア活動の内容 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

自
治
会
の
活
動 

老
人
ク
ラ
ブ
や
高
齢
者
の
支
援
活
動 

ひ
と
り
暮
ら
し
な
ど
の
高
齢
者
の
援
助 

子
ど
も
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
活
動 

清
掃
・
美
化
・
環
境
に
関
す
る
活
動 

地
域
づ
く
り
に
関
す
る
活
動 

婦
人
会
や
女
性
団
体
の
活
動 

校
区
の
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・

生
涯
学
習
に
関
す
る
活
動 

全体 416  63.9  39.2  26.0  25.5  24.8  20.2  19.0  18.3  16.1  

性
別 

男性 119  79.8  42.0  22.7  12.6  38.7  33.6  0.8  13.4  16.0  

女性 291  58.1  38.5  27.5  31.3  18.9  15.1  26.8  20.3  16.2  

年
齢
別 

40歳から 64歳 76  60.5  18.4  18.4  40.8  13.2  13.2  19.7  25.0  14.5  

65歳から 80歳 299  64.9  42.8  30.1  24.1  27.1  21.4  20.4  17.4  16.4  

81歳以上 32  62.5  59.4  12.5  3.1  28.1  25.0  9.4  12.5  15.6  

 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

子
育
て
の
支
援
や
子
ど
も
の
世
話 

消
防
団
や
防
犯
な
ど
の
活
動 

障
が
い
の
あ
る
人
（
子
ど
も
）
の
援
助 

青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
活
動 

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動 

健
康
づ
く
り
や
食
生
活
に
関
す
る
活
動 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 416  13.7  13.5  11.8  8.2  7.2  7.0  2.4  2.6  

性
別 

男性 119  6.7  28.6  5.0  16.8  14.3  3.4  2.5  3.4  

女性 291  15.8  6.9  14.8  4.8  4.1  8.6  2.1  2.1  

年
齢
別 

40歳から 64歳 76  14.5  5.3  14.5  7.9  3.9  2.6  3.9  -  

65歳から 80歳 299  14.0  15.1  11.7  8.7  7.0  8.4  1.3  3.7  

81歳以上 32  6.3  12.5  6.3  3.1  15.6  6.3  6.3  -  
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（５）地域活動・ボランティア活動に参加して良かった点 

（問 11）問９で、「１．現在活動している」「２．過去に活動した」と答えた方に質問です。地域活動や

ボランティア活動に参加して、良かった点はどのようなことですか？（○は３つまで） 

 

地域活動・ボランティア活動に参加して良かった点は、「多くの知り合いができた」が 63.7％で最

も高く、次いで「新しい経験ができた」が 42.5％と高くなっている。以下、「人から感謝される幸せ

を感じた」が 21.6％、「視野が広がり、物事の捉え方が変わった」が 20.2％、「人との協調性が身に

ついた」が 19.7％、「やりがいや生きがいを感じた」が 19.5％、「今までの自分の経験や知識を活か

せた」が 17.3％、「人に対しての思いやりが持てるようになった」が 16.6％、「新しい知識や技術が

身についた」が 15.9％、「社会の役に立てることの喜びを感じた」が 12.3％となっており、多くの人

が地域活動・ボランティア活動に参加して良かったと感じている様子がうかがえる。 

 

図 地域活動・ボランティア活動に参加して良かった点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63.7

42.5

21.6

20.2

19.7

19.5

17.3

16.6

15.9

12.3

0.5

0.7

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

多くの知り合いができた

新しい経験ができた

人から感謝される幸せを感じた

視野が広がり、物事の捉え方が変わった

人との協調性が身についた

やりがいや生きがいを感じた

今までの自分の経験や知識を活かせた

人に対しての思いやりが持てるようになった

新しい知識や技術が身についた

社会の役に立てることの喜びを感じた

その他

特にない

無回答
全体(n=416)
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性別でみると、女性では多くの項目で男性より高い傾向となっており、「新しい経験ができた」、「視

野が広がり、物事の捉え方が変わった」、「やりがいや生きがいを感じた」は男性より 7～9 ポイント

高くなっている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳では「多くの知り合いができた」、「新しい経験ができた」、「新し

い知識や技術が身についた」が高くなっている。81歳以上では「人から感謝される幸せを感じた」と

「人に対しての思いやりが持てるようになった」が高くなっており、3割を超えている。 

 

表 性別、年齢別 地域活動・ボランティア活動に参加して良かった点 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

多
く
の
知
り
合
い
が
で
き
た 

新
し
い
経
験
が
で
き
た 

人
か
ら
感
謝
さ
れ
る
幸
せ
を
感
じ
た 

視
野
が
広
が
り
、
物
事
の
捉
え
方
が
変
わ
っ
た 

人
と
の
協
調
性
が
身
に
つ
い
た 

や
り
が
い
や
生
き
が
い
を
感
じ
た 

今
ま
で
の
自
分
の
経
験
や
知
識
を
活
か
せ
た 

人
に
対
し
て
の
思
い
や
り
が
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た 

新
し
い
知
識
や
技
術
が
身
に
つ
い
た 

社
会
の
役
に
立
て
る
こ
と
の
喜
び
を
感
じ
た 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全体 416  63.7  42.5  21.6  20.2  19.7  19.5  17.3  16.6  15.9  12.3  0.5  0.7  2.2  

性
別 

男性 119  63.0  37.8  21.8  15.1  18.5  12.6  19.3  19.3  14.3  12.6  0.8  1.7  4.2  

女性 291  64.6  45.0  21.0  22.7  19.9  21.6  16.8  15.8  16.8  12.4  0.3  0.3  1.4  

年
齢
別 

40歳から 64歳 76  72.4  51.3  13.2  25.0  10.5  11.8  10.5  10.5  23.7  2.6  1.3  -  1.3  

65歳から 80歳 299  63.2  42.1  22.1  20.1  21.1  21.1  18.1  16.7  14.7  13.7  0.3  0.3  2.7  

81歳以上 32  53.1  25.0  37.5  6.3  28.1  21.9  21.9  34.4  6.3  18.8  -  6.3  -  
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（６）よりよい地域活動・ボランティア活動のために、改善が求められていること 

（問 12）問９で、「１．現在活動している」「２．過去に活動した」と答えた方に質問です。よりよい活

動を進めるうえで、改善が求められていること（求められていたこと）はありますか？（○は

５つまで） 

 

よりよい地域活動・ボランティア活動のために、改善が求められていることは、「会員や参加者が

なかなか集まらない」が 45.7％で最も高く、次いで「リーダーや役員の交代がなく、活性化が図られ

ない」が 28.8％、「活動のリーダー役になる人がいない」が 25.0％となっている。 

 

図 よりよい地域活動・ボランティア活動のために、改善が求められていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45.7

28.8

25.0

18.5

17.8

15.6

14.4

11.8

11.1

9.4

8.2

7.9

5.0

4.6

3.6

1.9

13.9

8.2

0% 20% 40% 60%

会員や参加者がなかなか集まらない

リーダーや役員の交代がなく、活性化が図られない

活動のリーダー役になる人がいない

活動資金があまりない

リーダーとしての役割や責任があり、負担が大きい

活動に関する情報収集や情報発信をする場、機会が少ない

同じ分野の他の団体等との連携が難しい

自分が所属する団体が登録・所属している外郭団体、協議会、

連絡会、協会等への参加もあり、活動の幅や負担が大きい

トラブル等が発生したときの責任が重い

頼りにされており、リフレッシュしたり活動を休止しにくい

活動の拠点となる場が少ない

活動と仕事や日々の生活とのバランスが取れない

活動に関する知識や技術を身に

つける場、時間、機会等がない

活動に対して、家族や周囲からの理解が得られない

活動に関わる雑務が多く、本来

の活動に十分に時間が取れない

その他

特にない

無回答 全体(n=416)
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性別でみると、男性では多くの項目で女性より高くなっており、特に「活動のリーダー役になる人

がいない」は 37.8％、「リーダーとしての役割や責任があり、負担が大きい」は 29.4％と高く、女性

より 15ポイント以上高くなっている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳では「会員や参加者がなかなか集まらない」が 55.3％と最も高く

なっている。81歳以上では「リーダーとしての役割や責任があり、負担が大きい」と「頼りにされて

おり、リフレッシュしたり活動を休止しにくい」が高く、それぞれ 31.3％、21.9％となっている。 

 

表 性別、年齢別 よりよい地域活動・ボランティア活動のために、改善が求められていること 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

会
員
や
参
加
者
が
な
か
な
か
集
ま
ら
な
い 

リ
ー
ダ
ー
や
役
員
の
交
代
が
な
く
、
活
性
化
が

図
ら
れ
な
い 

活
動
の
リ
ー
ダ
ー
役
に
な
る
人
が
い
な
い 

活
動
資
金
が
あ
ま
り
な
い 

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
や
責
任
が
あ
り
、 

負
担
が
大
き
い 

活
動
に
関
す
る
情
報
収
集
や
情
報
発
信
を
す
る

場
、
機
会
が
少
な
い 

同
じ
分
野
の
他
の
団
体
等
と
の
連
携
が
難
し
い 

自
分
が
所
属
す
る
団
体
が
登
録
・
所
属
し
て
い

る
外
郭
団
体
、
協
議
会
、
連
絡
会
、
協
会
等
へ

の
参
加
も
あ
り
、
活
動
の
幅
や
負
担
が
大
き
い 

ト
ラ
ブ
ル
等
が
発
生
し
た
と
き
の
責
任
が
重
い 

全体 416  45.7  28.8  25.0  18.5  17.8  15.6  14.4  11.8  11.1  

性
別 

男性 119  44.5  37.0  37.8  26.1  29.4  15.1  20.2  17.6  18.5  

女性 291  46.4  25.4  20.3  15.8  13.4  15.8  12.4  8.6  7.9  

年
齢
別 

40歳から 64歳 76  55.3  22.4  19.7  21.1  18.4  21.1  7.9  7.9  10.5  

65歳から 80歳 299  43.8  31.4  26.1  17.1  16.4  15.4  16.4  11.4  10.4  

81歳以上 32  40.6  18.8  25.0  28.1  31.3  9.4  15.6  15.6  15.6  

 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

頼
り
に
さ
れ
て
お
り
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

し
た
り
活
動
を
休
止
し
に
く
い 

活
動
の
拠
点
と
な
る
場
が
少
な
い 

活
動
と
仕
事
や
日
々
の
生
活
と
の 

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
い 

活
動
に
関
す
る
知
識
や
技
術
を
身
に

つ
け
る
場
、
時
間
、
機
会
等
が
な
い 

活
動
に
対
し
て
、
家
族
や
周
囲
か
ら
の

理
解
が
得
ら
れ
な
い 

活
動
に
関
わ
る
雑
務
が
多
く
、
本
来
の

活
動
に
十
分
に
時
間
が
取
れ
な
い 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全体 416  9.4  8.2  7.9  5.0  4.6  3.6  1.9  13.9  8.2  

性
別 

男性 119  11.8  7.6  10.1  2.5  5.9  5.9  1.7  9.2  5.9  

女性 291  8.2  8.6  6.5  6.2  4.1  2.1  2.1  15.5  9.3  

年
齢
別 

40歳から 64歳 76  3.9  14.5  15.8  6.6  6.6  -  2.6  10.5  3.9  

65歳から 80歳 299  9.0  5.7  6.0  5.0  4.0  3.7  0.7  15.4  8.4  

81歳以上 32  21.9  12.5  3.1  3.1  -  6.3  9.4  9.4  18.8  
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（７）ボランティア活動における高齢化問題の有無 

（問 13）現在、グループを通じてボランティア活動に参加している方に質問です。所属している団体に

は、次のような高齢化による問題がありますか。（〇は３つまで） 

 

ボランティア活動における高齢化問題の有無をみると、「代表、副代表、会計などの役割を高齢に

なったことを理由に断る人が多い」が 38.2％で最も高く、僅差で「大きな行事をする際のちから仕事

が難しくなってきた」が 37.7％、「自身の高齢化や親族の介護などを理由に活動を休止、辞退される

人が多い」が 33.4％となっている。 

 

図 ボランティア活動における高齢化問題の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.2

37.7

33.4

12.5

12.3

7.2

1.7

8.2

18.8

0% 20% 40% 60%

代表、副代表、会計などの役割を

高齢になったことを理由に断る人が多い

大きな行事をする際のちから仕事が難しくなってきた

自身の高齢化や親族の介護などを

理由に活動を休止、辞退される人が多い

車両移動が必要な際に運転手を引き受ける人が減ってきた

遠距離移動を要する活動がおっくうになってきた

構成員の病気などで一同に会することが難しくなってきた

その他

活動にあたり、高齢化が問題になったとは思わない

無回答 全体(n=416)
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性別でみると、男性では「大きな行事をする際のちから仕事が難しくなってきた」が最も高く 47.1％

となっており、次いで「代表、副代表、会計などの役割を高齢になったことを理由に断る人が多い」

が 45.4％となっており、いずれも女性より 10ポイント以上高くなっている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳では「活動にあたり、高齢化が問題になったとは思わない」が 17.1％

と高くなっている。81 歳以上ではほとんどの項目で最も高くなっており、「代表、副代表、会計など

の役割を高齢になったことを理由に断る人が多い」は 53.1％と 5割を超えている。 

 

表 性別、年齢別 ボランティア活動における高齢化問題の有無 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

代
表
、
副
代
表
、
会
計
な
ど
の
役
割
を
高
齢
に
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
断
る
人
が
多
い 

大
き
な
行
事
を
す
る
際
の
ち
か
ら
仕
事
が
難
し
く
な
っ
て
き
た 

自
身
の
高
齢
化
や
親
族
の
介
護
な
ど
を
理
由
に
活
動
を
休
止
、
辞
退
さ
れ
る
人
が
多
い 

車
両
移
動
が
必
要
な
際
に
運
転
手
を
引
き
受
け
る
人
が
減
っ
て
き
た 

遠
距
離
移
動
を
要
す
る
活
動
が
お
っ
く
う
に
な
っ
て
き
た 

構
成
員
の
病
気
な
ど
で
一
同
に
会
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
た 

そ
の
他 

活
動
に
あ
た
り
、
高
齢
化
が
問
題
に
な
っ
た
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全体 416  38.2  37.7  33.4  12.5  12.3  7.2  1.7  8.2  18.8  

性
別 

男性 119  45.4  47.1  35.3  12.6  7.6  8.4  -  8.4  15.1  

女性 291  35.4  34.0  32.6  12.4  14.4  6.5  2.4  7.9  20.3  

年
齢
別 

40歳から 64歳 76  34.2  30.3  27.6  3.9  5.3  6.6  -  17.1  21.1  

65歳から 80歳 299  37.5  38.8  34.1  13.4  14.7  6.4  2.0  6.7  18.1  

81歳以上 32  53.1  46.9  40.6  25.0  9.4  9.4  3.1  3.1  18.8  
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（８）ボランティア高齢化問題を解決する方法 

（問 14） ボランティアの高齢化問題についてお聞きします。どのような方法が解決につながると考え

ますか。（〇は３つまで） 

 

ボランティア高齢化問題を解決する方法をみると、「四條畷市や関係機関（社会福祉協議会や福祉

専門機関等）がボランティア活動団体の広報を行い、新規活動者を増える取り組みに協力してもらう」

が 46.2％で最も高く、次いで「友人ができ、つながりが深まる楽しさを発信していく」が 41.8％、「地

域に貢献する活動のやりがいを発信していく」が 33.2％、「介護予防活動を全市的に行うことで、元

気な高齢者を増やす」が 29.3％となっている。 

 

図 ボランティア高齢化問題を解決する方法 
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41.8

33.2

29.3

22.4

5.3

2.9

1.7

13.5

0% 20% 40% 60%

四條畷市や関係機関（社会福祉協議会や福祉専門

機関等）がボランティア活動団体の広報を行い、

新規活動者を増える取り組みに協力してもらう

友人ができ、つながりが深まる楽しさを発信していく

地域に貢献する活動のやりがいを発信していく

介護予防活動を全市的に行う

ことで、元気な高齢者を増やす

ボランティア活動団体が積極的に

新規活動者を増える取り組みを行う

地域住民自らがボランティア

活動団体を調べて参加していく

その他

ボランティアの高齢化は問題ではない

無回答 全体(n=416)
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性別でみると、男女とも「四條畷市や関係機関（社会福祉協議会や福祉専門機関等）がボランティ

ア活動団体の広報を行い、新規活動者を増える取り組みに協力してもらう」が最も高くなっている。

次いで女性は「友人ができ、つながりが深まる楽しさを発信していく」、「介護予防活動を全市的に行

うことで、元気な高齢者を増やす」の順でいずれも男性より高くなっており、「介護予防活動を全市

的に行うことで、元気な高齢者を増やす」は 15.5ポイント高くなっている。 

年齢別でみると、81歳以上では「友人ができ、つながりが深まる楽しさを発信していく」が 53.1％

と最も高くなっている。65歳から 80歳では「四條畷市や関係機関（社会福祉協議会や福祉専門機関

等）がボランティア活動団体の広報を行い、新規活動者を増える取り組みに協力してもらう」と「介

護予防活動を全市的に行うことで、元気な高齢者を増やす」が他の年齢より高くなっている。 

 

表 性別、年齢別 ボランティア高齢化問題を解決する方法 

（％） 

 

  

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

四
條
畷
市
や
関
係
機
関
（
社
会
福
祉
協
議
会
や
福
祉
専
門
機
関
等
）
が 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
団
体
の
広
報
を
行
い
、
新
規
活
動
者
を
増
え
る 

 

取
り
組
み
に
協
力
し
て
も
ら
う 

友
人
が
で
き
、
つ
な
が
り
が
深
ま
る
楽
し
さ
を
発
信
し
て
い
く 

地
域
に
貢
献
す
る
活
動
の
や
り
が
い
を
発
信
し
て
い
く 

介
護
予
防
活
動
を
全
市
的
に
行
う
こ
と
で
、
元
気
な
高
齢
者
を
増
や
す 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
団
体
が
積
極
的
に
新
規
活
動
者
を
増
え
る 

取
り
組
み
を
行
う 

地
域
住
民
自
ら
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
団
体
を
調
べ
て
参
加
し
て
い
く 

そ
の
他 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
高
齢
化
は
問
題
で
は
な
い 

無
回
答 

全体 416  46.2  41.8  33.2  29.3  22.4  5.3  2.9  1.7  13.5  

性
別 

男性 119  45.4  36.1  36.1  18.5  26.1  6.7  4.2  2.5  15.1  

女性 291  46.0  44.7  32.6  34.0  21.0  4.8  1.7  1.4  13.1  

年
齢
別 

40歳から 64歳 76  42.1  32.9  30.3  25.0  22.4  6.6  6.6  2.6  11.8  

65歳から 80歳 299  47.2  42.8  33.8  32.1  21.7  4.7  2.0  1.3  13.4  

81歳以上 32  37.5  53.1  31.3  18.8  21.9  6.3  -  3.1  21.9  
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59.4

59.1

59.7

48.1

62.5

59.5

32.8

30.7

33.7

48.1

29.4

28.6

2.2

3.1

1.6

2.6

2.2

0.0

5.6

7.1

5.1

1.3

5.9

11.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

男性(n=127)

女性(n=315)

40歳から64歳(n= 77)

65歳から80歳(n=320)

81歳以上(n= 42)

よく知っている 名前だけ知っている 知らない 無回答

性
別

年
齢
別

４．まわりの支援機関について 

（１）社会福祉協議会の認知状況 

（問 15）あなたは、四條畷市の社会福祉協議会を知っていますか？（ひとつだけ〇） 

 

社会福祉協議会の認知状況をみると、「よく知っている」が 59.4％で最も高く、次いで「名前だけ

知っている」が 32.8％、「知らない」が 2.2％となっている。『知っている』（「よく知っている」と「名

前だけ知っている」の合計）は 92.2％となっている。 

性別でみると、男女で「よく知っている」はほぼ同率となっているが、『知っている』は男性が 89.8％、

女性が 93.4％で、女性のほうが男性よりやや高くなっている。 

年齢別でみると、65歳から 80歳では「よく知っている」が 62.5％と最も高くなっている。40歳か

ら 64歳では「よく知っている」と「名前だけ知っている」がともに 48.1％となっており、『知ってい

る』が 96.2％と最も高くなっている。 

 

図 性別、年齢別 社会福祉協議会の認知状況 
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71.8

67.7

66.5

63.5

57.1

52.6

47.4

41.0

36.8

36.1

0.8

1.9

0% 20% 40% 60% 80%

孤立しがちな高齢者などへの見守り声かけ

（小地域ネットワーク活動推進事業）

日本赤十字や赤い羽根共同募金等

の啓発・推進・運営支援事業

車いす貸し出し、自助具製作、給食サービス等の支援

（在宅福祉推進事業）

ボランティアの相談や助成等の活動支援

（ボランティアセンター運営事業）

コミュニティーソーシャルワーカーによる福祉・生活相談

（福祉相談事業）

介護などが必要な人たちが在宅生活を続けていくための

支援や、単独で外出が困難な障がい者の外出支援

（居宅介護・移動支援事業）

自力で外出が困難な人などへの移送支援

（福祉移送サービス事業）

生活課題を抱える人の相談事業

（生活困窮者自立相談支援事業、CSW配置事業）

認知症の人などの金銭管理や福祉サービスの利用援助

（日常生活自立支援事業）

低所得者などへの生活資金等の貸付

（生活福祉資金等の貸付事業）

その他

無回答 全体(n=266)

（２）知っている社会福祉協議会の活動 

（問 16）問 15で、「１．よく知っている」と答えた方に質問です。あなたが知っている社会福祉協議会

の活動はどれですか？（あてはまるものすべてに○） 

 

知っている社会福祉協議会の活動をみると、「孤立しがちな高齢者などへの見守り声かけ（*小地域

ネットワーク活動推進事業）」が 71.8％で最も高く、次いで「日本赤十字や赤い羽根共同募金等の啓

発・推進・運営支援事業」が 67.7％、「車いす貸し出し、自助具製作、給食サービス等の支援 （在

宅福祉推進事業）」が 66.5％、「ボランティアの相談や助成等の活動支援（ボランティアセンター運営

事業）」が 63.5％となっている。 

 

図 知っている社会福祉協議会の活動 
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性別でみると、男女とも「孤立しがちな高齢者などへの見守り声かけ（小地域ネットワーク活動推

進事業）」が最も高く、以下、男女とも大きな違いはみられないが、男性では「低所得者などへの生

活資金等の貸付（生活福祉資金等の貸付事業）」は 41.3％とやや高くなっており、女性より 7.3ポイ

ント高くなっている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳と 65歳から 80歳では「孤立しがちな高齢者などへの見守り声か

け（小地域ネットワーク活動推進事業）」が最も高く、81 歳以上では「ボランティアの相談や助成等

の活動支援（ボランティアセンター運営事業）」が最も高くなっている。65歳から 80歳では「車いす

貸し出し、自助具製作、給食サービス等の支援 （在宅福祉推進事業）」が 72.0％と他の年齢と比べ

て高くなっている。 

 

表 性別、年齢別 知っている社会福祉協議会の活動 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

孤
立
し
が
ち
な
高
齢
者
な
ど
へ
の
見
守
り
声
か
け
（
小
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
推
進
事
業
） 

日
本
赤
十
字
や
赤
い
羽
根
共
同
募
金
等
の
啓
発
・
推
進
・
運
営
支
援
事
業 

車
い
す
貸
し
出
し
、
自
助
具
製
作
、
給
食
サ
ー
ビ
ス
等
の
支
援
（
在
宅
福
祉
推
進
事
業
） 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
相
談
や
助
成
等
の
活
動
支
援
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
） 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る
福
祉
・
生
活
相
談
（
福
祉
相
談
事
業
） 

介
護
な
ど
が
必
要
な
人
た
ち
が
在
宅
生
活
を
続
け
て
い
く
た
め
の
支
援
や
、 

単
独
で
外
出
が
困
難
な
障
が
い
者
の
外
出
支
援
（
居
宅
介
護
・
移
動
支
援
事
業
） 

自
力
で
外
出
が
困
難
な
人
な
ど
へ
の
移
送
支
援
（
福
祉
移
送
サ
ー
ビ
ス
事
業
） 

生
活
課
題
を
抱
え
る
人
の
相
談
事
業 

（
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
配
置
事
業
） 

認
知
症
の
人
な
ど
の
金
銭
管
理
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
援
助
（
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
） 

低
所
得
者
な
ど
へ
の
生
活
資
金
等
の
貸
付
（
生
活
福
祉
資
金
等
の
貸
付
事
業
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 266  71.8  67.7  66.5  63.5  57.1  52.6  47.4  41.0  36.8  36.1  0.8  1.9  

性
別 

男性 75  73.3  68.0  64.0  60.0  56.0  53.3  46.7  45.3  33.3  41.3  1.3  1.3  

女性 188  71.8  68.1  67.6  64.9  57.4  53.2  47.9  39.4  38.3  34.0  0.5  2.1  

年
齢
別 

40歳から64歳 37  70.3  59.5  45.9  59.5  48.6  48.6  40.5  37.8  29.7  21.6  2.7  -  

65歳から80歳 200  73.5  71.5  72.0  63.5  61.0  54.5  50.5  43.5  38.5  40.5  0.5  1.5  

81歳以上 25  60.0  48.0  60.0  64.0  36.0  48.0  40.0  28.0  36.0  28.0  -  8.0  
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59.2

59.1

59.0

48.1

62.8

54.8

33.5

33.9

33.3

48.1

29.7

33.3

2.5

3.1

2.2

1.3

2.5

4.8

4.9

3.9

5.4

2.6

5.0

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

男性(n=127)

女性(n=315)

40歳から64歳(n= 77)

65歳から80歳(n=320)

81歳以上(n= 42)

よく知っている 名前だけ知っている 知らない 無回答

性
別

年
齢
別

（３）民生委員・児童委員の認知状況 

（問 17）あなたは、民生委員・児童委員を知っていますか？（ひとつだけ〇） 

 

民生委員・児童委員の認知状況をみると、「よく知っている」が 59.2％で最も高く、次いで「名前

だけ知っている」が 33.5％、「知らない」が 2.5％となっている。『知っている』（「よく知っている」

と「名前だけ知っている」の合計）は 92.7％となっている。 

性別でみると、全体とほぼ同率となっており、男女で大きな違いはみられない。 

年齢別でみると、65歳から 80歳では「よく知っている」が 62.8％と最も高くなっている。40歳か

ら 64歳では「よく知っている」と「名前だけ知っている」がともに 48.1％となっており、『知ってい

る』が 96.2％と最も高くなっている。 

 

 

図 性別、年齢別 民生委員・児童委員の認知状況 
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（４）知っている民生委員・児童委員の活動 

（問 18）問 17で、「１．よく知っている」と答えた方に質問です。あなたが知っている民生委員・児童

委員の活動はどれですか？（あてはまるものすべてに○） 

 

知っている民生委員・児童委員の活動をみると、「高齢者等で支援が必要な人への声かけや訪問」

が 90.9％で最も高く、次いで「日常生活についての悩みや心配ごとへの助言・相談・援助」が 80.0％、

「子どもに関する相談」と「社会福祉事業や活動への支援、住民の福祉の増進を図るための活動」が

ともに 66.0％、「行政や社会福祉協議会などの福祉サービスに関する情報提供」が 63.8％となってい

る。 

 

図 知っている民生委員・児童委員の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90.9

80.0

66.0

66.0

63.8

1.5

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者等で支援が必要な人への声かけや訪問

日常生活についての悩みや心配ごとへの助言・相談・援助

子どもに関する相談

社会福祉事業や活動への支援、

住民の福祉の増進を図るための活動

行政や社会福祉協議会などの

福祉サービスに関する情報提供

その他

無回答 全体(n=265)
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性別でみると、多くの項目で女性が高くなっており、「高齢者等で支援が必要な人への声かけや訪

問」は 10.6ポイント、「子どもに関する相談」は 12.6ポイント、女性が男性より高くなっている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳では「子どもに関する相談」が 75.7％と高くなっている。81歳以

上では「高齢者等で支援が必要な人への声かけや訪問」と「日常生活についての悩みや心配ごとへの

助言・相談・援助」がともに 82.6％と高くなっており、「子どもに関する相談」が 39.1％と低くなっ

ている。 

 

表 性別、年齢別 知っている民生委員・児童委員の活動 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

高
齢
者
等
で
支
援
が
必
要
な
人
へ
の
声
か
け
や
訪
問 

日
常
生
活
に
つ
い
て
の
悩
み
や
心
配
ご
と
へ
の
助
言
・
相
談
・
援
助 

子
ど
も
に
関
す
る
相
談 

社
会
福
祉
事
業
や
活
動
へ
の
支
援
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
活
動 

行
政
や
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
提
供 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 265  90.9  80.0  66.0  66.0  63.8  1.5  0.4  

性
別 

男性 75  84.0  78.7  57.3  68.0  60.0  2.7  -  

女性 186  94.6  81.7  69.9  65.1  65.6  1.1  0.5  

年
齢
別 

40歳から 64歳 37  86.5  67.6  75.7  70.3  67.6  -  -  

65歳から 80歳 201  93.0  82.1  66.7  66.7  63.7  1.5  0.5  

81歳以上 23  82.6  82.6  39.1  56.5  60.9  -  -  
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48.0

55.9

44.8

31.2

52.5

45.2

27.2

28.3

26.7

42.9

24.1

26.2

17.2

10.2

20.0

23.4

14.7

21.4

7.6

5.5

8.6

2.6

8.8

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

男性(n=127)

女性(n=315)

40歳から64歳(n= 77)

65歳から80歳(n=320)

81歳以上(n= 42)

よく知っている 名前だけ知っている 知らない 無回答

性
別

年
齢
別

（５）地区福祉委員会の認知状況 

（問 19）あなたは、地区福祉委員会を知っていますか？（ひとつだけ〇） 

 

地区福祉委員会の認知状況をみると、「よく知っている」が 48.0％で最も高く、次いで「名前だけ

知っている」が 27.2％、「知らない」が 17.2％となっている。『知っている』（「よく知っている」と

「名前だけ知っている」の合計）は 75.2％となっている。 

性別でみると、男性では「よく知っている」が 55.9％と高くなっており、『知っている』は 84.2％、

女性では「よく知っている」が 44.8％で、『知っている』は 71.5％となっており、男性のほうが認知

度が高くなっている。女性は「知らない」が 20.0％と 2割を占めている。 

年齢別でみると、65歳から 80歳では「よく知っている」が 52.5％と最も高くなっている。40歳か

ら 64歳と 81歳以上では「知らない」がともに 2割を超えている。 

 

 

図 性別、年齢別 地区福祉委員会の認知状況 
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（６）知っている地区福祉委員会の活動 

（問 20）問 19で、「１．よく知っている」と答えた方に質問です。あなたが知っている地区福祉委員会

の活動はどれですか？（あてはまるものすべてに○） 

 

知っている地区福祉委員会の活動をみると、「孤立しがちな高齢者を支援する小地域ネットワーク

活動」が 81.9％で最も高く、次いで「地域（自治会区域）で支援が必要な人を支える活動」が 74.9％、

「地域（自治会区域）の当事者団体と協働で行う交流事業」が 73.5％、「福祉に関する周知、啓発活

動」が 57.2％となっている。 

 

図 知っている地区福祉委員会の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

81.9

74.9

73.5

57.2

0.9

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

孤立しがちな高齢者を支援する小地域ネットワーク活動

地域（自治会区域）で支援が必要な人を支える活動

地域（自治会区域）の当事者団体と協働で行う交流事業

福祉に関する周知、啓発活動

その他

無回答 全体(n=215)
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性別でみると、男女とも「孤立しがちな高齢者を支援する小地域ネットワーク活動」（男性 78.9％、

女性 83.0％）が最も高く、男性は「地域（自治会区域）で支援が必要な人を支える活動」も同率で最

も高くなっている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳では「地域（自治会区域）で支援が必要な人を支える活動」が 54.2％

と低くなっており、「福祉に関する周知、啓発活動」が 66.7％と高くなっている。 

 

表 性別、年齢別 知っている民生委員・児童委員の活動 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

孤
立
し
が
ち
な
高
齢
者
を
支
援
す
る
小
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動 

地
域
（
自
治
会
区
域
）
で
支
援
が
必
要
な
人
を
支
え
る
活
動 

地
域
（
自
治
会
区
域
）
の
当
事
者
団
体
と
協
働
で
行
う
交
流
事
業 

福
祉
に
関
す
る
周
知
、
啓
発
活
動 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 215  81.9  74.9  73.5  57.2  0.9  0.9  

性
別 

男性 71  78.9  78.9  71.8  60.6  1.4  -  

女性 141  83.0  73.8  75.2  55.3  -  1.4  

年
齢
別 

40歳から 64歳 24  75.0  54.2  75.0  66.7  -  -  

65歳から 80歳 168  82.1  77.4  73.8  55.4  0.6  1.2  

81歳以上 19  84.2  78.9  73.7  52.6  -  -  
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27.7

28.3

27.3

23.4

29.4

26.2

36.8

32.3

38.4

42.9

36.3

28.6

28.8

33.1

27.3

31.2

27.8

31.0

6.7

6.3

7.0

2.6

6.6

14.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

男性(n=127)

女性(n=315)

40歳から64歳(n= 77)

65歳から80歳(n=320)

81歳以上(n= 42)

よく知っている 名前だけ知っている 知らない 無回答

性
別

年
齢
別

（７）コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の認知状況 

（問 21）あなたは、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）を知っていますか？（ひとつだけ〇） 

 

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の認知状況をみると、「名前だけ知っている」が 36.8％で

最も高く、次いで「知らない」が 28.8％、「よく知っている」が 27.7％となっている。『知っている』

（「よく知っている」と「名前だけ知っている」の合計）は 64.5％となっている。 

性別でみると、男性では『知っている』が 60.6％、女性では『知っている』が 65.7％となってお

り、女性のほうが認知度がやや高くなっている。男性では「知らない」が 33.1％と 3割を超えている。 

年齢別でみると、81 歳以上では『知っている』が 54.8％と他の年齢と比べて低くなっている。40

歳から 64歳と 81歳以上では「知らない」がともに約 3割とやや高くなっている。 

 

 

 

図 性別、年齢別 コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の認知状況 
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（８）知っている CSWの活動 

（問 22）問 21で、「１．よく知っている」と答えた方に質問です。あなたが知っている CSWの活動はど

れですか？（あてはまるものすべてに○） 

 

知っている CSWの活動をみると、「福祉の相談員として要援護者等の相談業務」が 90.3％で最も高

く、次いで「福祉のサービスや支援が受けられるためのネットワークづくり」が 84.7％、「地域の福

祉活動に対するコーディネート」が 79.0％、「四條畷市地域福祉計画の推進への協力」が 64.5％、「新

たなサービスや仕組みの研究・開発・普及」が 37.9％となっている。 

 

図 知っているCSWの活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90.3

84.7

79.0

64.5

37.9

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

福祉の相談員として要援護者等の相談業務

福祉のサービスや支援が受けられるためのネットワークづくり

地域の福祉活動に対するコーディネート

四條畷市地域福祉計画の推進への協力

新たなサービスや仕組みの研究・開発・普及

その他

無回答 全体(n=124)
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性別でみると、女性では「福祉の相談員として要援護者等の相談業務」と「福祉のサービスや支援

が受けられるためのネットワークづくり」がともに男性より約 10 ポイント高くなっている。男性で

は「四條畷市地域福祉計画の推進への協力」が女性より約 10ポイント高くなっている。 

年齢別でみると、81歳以上では「福祉の相談員として要援護者等の相談業務」、「福祉のサービスや

支援が受けられるためのネットワークづくり」、「地域の福祉活動に対するコーディネート」がいずれ

も 90.9％と最も高くなっている。40歳から 64歳では「新たなサービスや仕組みの研究・開発・普及」

が 50.0％と高くなっている。 

 

表 性別、年齢別 知っているCSWの活動 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

福
祉
の
相
談
員
と
し
て
要
援
護
者
等
の
相
談
業
務 

福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
や
支
援
が
受
け
ら
れ
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り 

地
域
の
福
祉
活
動
に
対
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト 

四
條
畷
市
地
域
福
祉
計
画
の
推
進
へ
の
協
力 

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
や
仕
組
み
の
研
究
・
開
発
・
普
及 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 124  90.3  84.7  79.0  64.5  37.9  -  -  

性
別 

男性 36  83.3  77.8  77.8  72.2  33.3  -  -  

女性 86  93.0  87.2  80.2  61.6  39.5  -  -  

年
齢
別 

40歳から 64歳 18  88.9  83.3  77.8  55.6  50.0  -  -  

65歳から 80歳 94  90.4  84.0  77.7  64.9  36.2  -  -  

81歳以上 11  90.9  90.9  90.9  72.7  27.3  -  -  
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12.9

15.7

12.1

18.2

12.5

9.5

33.5

30.7

34.6

27.3

35.6

28.6

45.8

46.5

45.1

50.6

43.4

50.0

7.8

7.1

8.3

3.9

8.4

11.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=448)

男性(n=127)

女性(n=315)

40歳から64歳(n= 77)

65歳から80歳(n=320)

81歳以上(n= 42)

よく知っている 名前だけ知っている 知らない 無回答

性
別

年
齢
別

（９）権利擁護の認知状況 

（問 23）あなたは、権利擁護について何か知っていますか？（ひとつだけ〇） 

 

権利擁護の認知状況をみると、「知らない」が 45.8％で最も高く、次いで「名前だけ知っている」

が 33.5％、「よく知っている」が 12.9％となっている。『知っている』（「よく知っている」と「名前

だけ知っている」の合計）は 46.4％となっている。 

性別でみると、男性では『知っている』が 46.4％、女性では『知っている』が 46.7％とほぼ同率

となっているが、「よく知っている」は男性が 15.7％、女性が 12.1％で、男性のほうがやや高くなっ

ている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳では「よく知っている」が 18.2％と他の年齢と比べて高くなって

いる。40歳から 64歳と 81歳以上では「知らない」が 5割台と高くなっている。 

 

図 性別、年齢別 権利擁護の認知状況 
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（10）知っている権利擁護 

（問 24）問 23で、「１．よく知っている」と答えた方に質問です。あなたが知っている権利擁護はどれ

ですか？（あてはまるものすべてに○） 

 

知っている権利擁護をみると、「成年後見制度」が 87.9％で最も高く、次いで「日常生活自立支援

事業」が 74.1％、「任意後見制度」が 51.7％、「虐待防止に関する法律」が 44.8％となっている。 

 

図 知っている権利擁護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87.9

74.1

51.7

44.8

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

成年後見制度

日常生活自立支援事業

任意後見制度

虐待防止に関する法律

その他

無回答 全体(n= 58)
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性別でみると、男女とも「成年後見制度」が最も高くなっているが、女性 92.1％、男性 80.0％で、

女性が 12.1ポイント高くなっている。また、男性では「任意後見制度」は 35.0％にとどまり、女性

より 25.5ポイント低くなっている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳では「成年後見制度」が 92.9％と最も高くなっている。81歳以上

では「日常生活自立支援事業」は 100％となっているが、「虐待防止に関する法律」は 25.0％と最も

低くなっている。 

 

表 性別、年齢別 知っている権利擁護 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

成
年
後
見
制
度 

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業 

任
意
後
見
制
度 

虐
待
防
止
に
関
す
る
法
律 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 58  87.9  74.1  51.7  44.8  -  -  

性
別 

男性 20  80.0  70.0  35.0  50.0  -  -  

女性 38  92.1  76.3  60.5  42.1  -  -  

年
齢
別 

40歳から 64歳 14  92.9  78.6  50.0  50.0  -  -  

65歳から 80歳 40  87.5  70.0  52.5  45.0  -  -  

81歳以上 4  75.0  100.0  50.0  25.0  -  -  
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35.5

23.2

16.7

10.3

29.2

10.0

0% 20% 40%

スマートフォンやタブレットなどの携帯端末を利用し、

インターネットを1日1回以上使う

メール（ライン含む）のみ利用している

パソコンを利用し、インターネットを1日1回以上使う

インターネットは、1週間に1回ほど利用する

インターネットを利用することはほとんどない

無回答 全体(n=448)

（11）インターネットの利用状況 

（問 25）インターネットについてどの程度使用していますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

インターネットの利用状況をみると、「スマートフォンやタブレットなどの携帯端末を利用し、イ

ンターネットを 1日 1回以上使う」が 35.5％で最も高く、次いで「メール（ライン含む）のみ利用し

ている」が 23.2％となっている。「インターネットを利用することはほとんどない」が 29.2％と約 3

割を占めている。 

 

図 インターネットの利用状況 
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性別でみると、男女とも「スマートフォンやタブレットなどの携帯端末を利用し、インターネット

を 1日 1回以上使う」がほぼ同率で最も高くなっている。次いで、男性では「パソコンを利用し、イ

ンターネットを１日１回以上使う」が 32.3％と高く、女性と比べて 21.8ポイント高くなっている。 

年齢別でみると、40歳から 64歳では「スマートフォンやタブレットなどの携帯端末を利用し、イ

ンターネットを 1日 1回以上使う」が 72.7％と最も高く、7割以上を占めている。81歳以上では「イ

ンターネットを利用することはほとんどない」が最も高く 45.2％となっている。 

 

表 性別、年齢別 インターネットの利用状況 

（％） 

  
回
答
者
数
（
ｎ) 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
の
携
帯
端
末
を
利
用
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
１
日
１
回
以
上
使
う 

メ
ー
ル
（
ラ
イ
ン
含
む
）
の
み
利
用
し
て
い
る 

パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
１
日
１
回
以
上
使
う 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
１
週
間
に
１
回
ほ
ど
利
用
す
る 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い 

無
回
答 

全体 448  35.5  23.2  16.7  10.3  29.2  10.0  

性
別 

男性 127  36.2  18.9  32.3  11.8  26.8  10.2  

女性 315  34.9  25.1  10.5  9.5  30.5  9.8  

年
齢
別 

40歳から 64歳 77  72.7  20.8  20.8  6.5  6.5  2.6  

65歳から 80歳 320  28.8  24.7  15.6  11.6  33.1  10.0  

81歳以上 42  11.9  14.3  16.7  4.8  45.2  26.2  
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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

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

票
ひょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

８月
がつ

 

四條畷市社会福祉協議会
しじょうなわてししゃかいふくしきょうぎかい
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第
だい

４期
き

四條畷市
しじょうなわてし

地域
ちい き

福祉
ふく し

活動
かつどう

計画
けいかく

 

アンケート調査
ちょうさ

 

アンケート調査
ちょうさ

にご 協 力
  きょうりょく

いただくみなさまへ 

 日頃
ひご ろ

から、地域
ちい き

福祉
ふく し

活動
かつどう

にご理解
 り か い

とご協力
 きょうりょく

をいただきありがとうございます。 

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

では、「第
だい

４期
き

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

」を策定
さくてい

するにあたり、

市民
しみ ん

のみなさまや市内
しな い

で活動
かつどう

されているみなさまから、地域
ちい き

福祉
ふく し

に関
かん

するご意
い

見
けん

をお聴き
き

し、計画
けいかく

づくりに反映
はんえい

させていきたいと考
かんが

えております。 

 お忙しい
いそが

ところ誠
まこと

に恐 縮
きょうしゅく

ですが、趣旨
しゅ し

をご理解
りか い

いただき、みなさまのご意見
いけん

をお聴
き

か

せくださいますよう、よろしくお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 

 

目
もく

  的
てき

 地域
ちい き

における福祉
ふく し

活動
かつどう

の現状
げんじょう

及び
およ

課題
かだ い

、福祉
ふく し

に関
かん

するニーズ等
とう

の調査
ちょうさ

を行
おこな

い、

地域
ちい き

福祉
ふく し

のあり方
かた

を考
かんが

え、今後
こん ご

の取
と

り組
く

みの参考
さんこう

にする。 

 

実施
じっ し

団体
だんたい

 社会福祉法人四條畷
しゃかいふくしほうじんしじょうなわて

市
し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

 

 

対
たい

  象
しょう

 四條畷
しじょうなわて

市
し

に在住
ざいじゅう

・在勤
ざいきん

・在学
ざいがく

している人
ひと

、四條畷
しじょうなわて

市
し

で活動
かつどう

を行
おこな

う人
ひと

 

 

期
き

  間
かん

 令和
れい わ

元年
がんねん

８月
がつ

２日
 か

（金
きん

）から９月
がつ

３０日
にち

（月
げつ

）まで  

 

方
ほう

  法
ほう

 アンケート用紙
よう し

に記入
きにゅう

したあと、返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入
い

れ、切手
きっ て

を貼
は

らずに郵送
ゆうそう

して

ください。四條畷市
しじょうなわてし

社会
しゃかい

福祉協議会
ふくしきょうぎかい

事務所
じ む し ょ

までご持参
じさ ん

いただいても結構
けっこう

です。 

 

取
と

り扱
あつか

い この調査
ちょうさ

結果
けっ か

は、すべて統計的
とうけいてき

に処理
しょ り

され、個別
こべ つ

の内容
ないよう

が公表
こうひょう

されることはあ

りません。 

 

（調査
ちょうさ

に関
かん

するお問
と

い合
あ

わせ） 社会福祉法人
しゃかいふくしほうじん

四條畷市
しじょうなわてし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

 

郵便番号
ゆうびんばんごう

５７５－００４３ 四條畷市
しじょうなわてし

北出
きた で

町
ちょう

３番
ばん

１号
ごう

 

   電話
でん わ

 ０７２－８７８－１２１０  ＦＡＸ ０７２－８７８－６８８８ 
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（ア）あなたの性別
せいべつ

は？                     

  １．男性
だんせい

         ２．女性
じょせい

 

（イ）あなたの年齢
ねんれい

は、何歳
なんさい

ですか？               

１．１９歳
さい

まで       ２．２０歳
さい

から３９歳
さい

 

   ３．４０歳
さい

から６４歳
さい

    ４．６５歳
さい

から８０歳
さい

   

５．８１歳
さい

以上
いじょう

 

（ウ）あなたのおもな職 業
しょくぎょう

は何
なに

ですか？              

１．会
かい

社員
しゃいん

、団体
だんたい

職員
しょくいん

   ２．公務員
こうむいん

    ３．自営業
じえいぎょう

（農業
のうぎょう

を除
のぞ

く） 

４．農業
のうぎょう

等
とう

         ５．学生
がくせい

     ６．家事
か じ

専業
せんぎょう

 

７．パート・アルバイト   ８．無職
むしょく

     ９．その他
た

（        ） 

（エ）あなたの家族
か ぞ く

構成
こうせい

は、どのようになっていますか？      

   １．ひとり暮
ぐ

らし（単身
たんしん

）  ２．夫婦
ふう ふ

のみ     ３．二
に

世代
せだ い

世帯
せた い

（親
おや

と子
こ

） 

   ４．三
さん

世代
せだ い

世帯
せた い

（親
おや

と子
こ

と孫
まご

）   ５．その他
た

（             ） 

（オ）あなたは、現在
げんざい

どちらにお住
す

まいですか？          

   １．四條畷
しじょうなわて

市内
し な い

  

     居住
きょじゅう

地区
ち く

：１．国道
こくどう

１６３号
ごう

線
せん

より北側
きたがわ

（田原
たわ ら

地域
ちい き

除
のぞ

く） 

２．国道
こくどう

１６３号
ごう

線
せん

より南側
みなみがわ

（田原
たわ ら

地域
ちい き

除
のぞ

く） 

３．田原
たわ ら

地域
ちい き

 

居住
きょじゅう

年数
ねんすう

：１．３年
ねん

未満
みま ん

        ２．３年
ねん

～５年
ねん

未満
みま ん

  

３．５年
ねん

～１０年
ねん

未満
みま ん

    ４．１０年
ねん

～１５年
ねん

未満
みま ん

 

５．１５年
ねん

～２０年
ねん

未満
みま ん

   ６．２０年
ねん

以上
いじょう

 

   ２．四條畷
しじょうなわて

市
し

以外
い が い

 （              市
し

・町
ちょう

・村
むら

） 

  

 

◎ 次
じ

ページの、問
とい

１から問
とい

25までの質問
しつもん

にお答
こた

えください。 

◎ 回答
かいとう

はあてはまる番号
ばんごう

を、指示
し じ

の数
かず

だけ〇で囲
かこ

んでください。 

◎ 返信用
へんしんよう

の封筒
ふうとう

に入
い

れて投函
とうかん

する場合
ばあ い

は、切手
きっ て

を貼
は

ったり、差出人
さしだしにん

の名前
なま え

を書
か

く 

必要
ひつよう

はありません。 

ご記入
きにゅう

にあたってのお願
ねが

い 

  ◆ あなたご自身
じし ん

についておたずねします。◆   
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（問
とい

１）あなたは、ふだんご近所
きんじょ

とどの程度
て い ど

のつきあいがありますか？（ひとつだけ○） 

   １．困
こま

っているとき（病気
びょうき

、悩
なや

み、事故
じ こ

など）に相談
そうだん

をしたり、助
たす

け合
あ

ったり 

     するなど、親
した

しくしているお宅
たく

がある 

   ２．たまに立
た

ち話
ばなし

をする程度
てい ど

 

   ３．会
あ

えばあいさつはするが、それ以上
いじょう

の話
はなし

はしない 

４．ほとんどつきあいがない 

 

（問
とい

２）あなたは、毎日
まいにち

の暮
く

らしの中
なか

で、どのような困
こま

りごとがありますか？ 

（○は３つまで） 

   １．力仕事
ちからしごと

や高
たか

い所
ところ

の仕事
しご と

ができない  

２．家事
か じ

労働
ろうどう

（ごみ出
だ

し・炊事
すい じ

・洗濯
せんたく

など）がきつい 

   ３．庭
にわ

の手入
て い

れや・畑
はたけ

仕事
しご と

ができない 

４．買
か

い物
もの

や通院
つういん

などの外出
がいしゅつ

が不便
ふべ ん

 

５．話
はな

し相手
あい て

、遊
あそ

び相手
あい て

が少
すく

ない 

   ６．生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

などの場所
ばし ょ

や機会
きか い

の不足
ふそ く

 

   ７．運動
うんどう

する場所
ばし ょ

や機会
きか い

の不足
ふそ く

 

   ８．機械類
きかいるい

・電化
でん か

製品
せいひん

の使
つか

い方
かた

や修理
しゅうり

方法
ほうほう

がわからない 

９．その他
た

（                             ） 

1０．特
とく

にない 

 

（問
とい

３）あなたの身近
み ぢ か

なところで、困
こま

りごとを抱
かか

えている人
ひと

たちから助
たす

けの求
もと

めがあった

とき、あなた自身
じ し ん

はどう対応
たいおう

したいと思
おも

いますか？    （ひとつだけ○） 

１．積極的
せっきょくてき

に対応
たいおう

したい       ２．できるだけ対応
たいおう

したい 

３．対応
たいおう

したいができれば避
さ

けたい   ４．関
かか

わりたくないので何
なに

もしない 

５．その他
た

（                              ） 

  

１．地域
ち い き

での生活
せいかつ

や関
かか

わりについておたずねします。 
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（問
とい

４）あなたは地域
ち い き

で人
ひと

と人
ひと

の関
かか

わりについて、どのように考
かんが

えていますか？ 

（ひとつだけ○） 

   １．心
こころ

から打
う

ち解
と

けあえる関係
かんけい

を築
きず

きたい 

   ２．隣
となり

近所
きんじょ

の人
ひと

とはつきあいを大切
たいせつ

にしたい 

   ３．地域
ちい き

を良
よ

くする活動
かつどう

をみんなで協 力
きょうりょく

し合
あ

って行
おこな

いたい 

   ４．他人
たに ん

の力
ちから

はできるだけ借
か

りたくない 

   ５．地域
ちい き

の人
ひと

や近隣
きんりん

の人
ひと

たちとはできるだけ関
かか

わりをもちたくない 

   ６．その他
た

（                             ） 

 

（問
とい

５）あなたは困
こま

りごとがあったときに、誰
だれ

に相談
そうだん

しますか？  （○は３つまで） 

１．家族
かぞ く

・親戚
しんせき

       ２．友人
ゆうじん

・知人
ちじ ん

      

３．近所
きんじょ

の人
ひと

 ４．自治会
じ ち か い

の役員
やくいん

      

５．保育所
ほいくしょ

（園
えん

）や認定
にんてい

子
こ

ども園
えん

・幼稚園
ようちえん

・学校
がっこう

の先生
せんせい

 

６．職場
しょくば

や仕事先
しごとさき

の人
ひと

    

７．医療
いりょう

・福祉
ふく し

関係
かんけい

の人
ひと

   ８．行政
ぎょうせい

の職員
しょくいん

      

９．その他
た

（                  ） 10．相談
そうだん

できる人
ひと

がいない 

 

（問
とい

６）あなたやご家族
か ぞ く

に助
たす

けが必要
ひつよう

になったとき、どのような支援
し え ん

をしてほしいと 

思
おも

いますか？                    （〇は３つまで） 

   １．声
こえ

かけや見守
みま も

り、緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

への連絡
れんらく

   ２．日常的
にちじょうてき

な話
はな

し相手
あい て

 

３．心配
しんぱい

ごとなどの相談
そうだん

相手
あい て

         ４．新聞
しんぶん

や郵便物
ゆうびんぶつ

の整理
せい り

 

５．ごみ出
だ

しや布団
ふと ん

干
ほ

しなど家事
か じ

の手伝
てつ だ

い   ６．買
か

い物
もの

や外出
がいしゅつ

の手伝
てつ だ

い 

７．庭
にわ

の水
みず

やりや草取
くさ と

り           ８．ペットの世話
せ わ

や自宅前
じたくまえ

の清掃
せいそう

 

９．子
こ

どもの短時間
たんじかん

の預
あずか

り          10．急 病
きゅうびょう

になったときの看病
かんびょう

 

11．介護
かい ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

の短時間
たんじかん

の預
あずか

り   12．災害
さいがい

時
じ

の手助
てだ す

け 

13．その他
た

（                                          ）  

14．特
とく

にない  
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（問
とい

７）あなたは「福祉
ふ く し

」に関心
かんしん

をお持
も

ちですか？        （ひとつだけ○） 

   １．とても関心
かんしん

がある         ２．やや関心
かんしん

がある 

   ３．あまり関心
かんしん

がない         ４．まったく関心
かんしん

がない 

 

（問
とい

８）あなたは、現在
げんざい

、「福祉
ふ く し

サービス」に関
かん

する情報
じょうほう

をおもにどこから入手
にゅうしゅ

したり、 

困
こま

ったときにどこに相談
そうだん

したりしていますか？     （○は５つまで） 

   １．市
し

役所
やくしょ

            ２．社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

 

     ３．子育
こそ だ

て総合
そうごう

支援
しえ ん

センター       ４．地域
ちい き

包括
ほうかつ

支援
しえ ん

センター 

５．障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
しえ ん

センター     ６．保健
ほけ ん

センター 

      ７．保育所
ほいくしょ

（園
えん

）・認定
にんてい

子
こ

ども園
えん

や幼稚園
ようちえん

   ８．小学校
しょうがっこう

や中学校
ちゅうがっこう

 

９．病院
びょういん

や高齢者
こうれいしゃ

・障
しょう

がい者
しゃ

施設
しせ つ

   10．ボランティア団体
だんたい

やその活動者
かつどうしゃ

 

11．市立
しり つ

公民館
こうみんかん

や地域
ちい き

の公民館
こうみんかん

      12．民生
みんせい

委員
いい ん

・児童
じど う

委員
いい ん

        

13．*コミュニティソーシャルワーカー(CSW)    14．生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

自立
じり つ

支援
しえ ん

相談員
そうだんいん

 

15．ケアマネジャーやホームヘルパー   16．家族
かぞ く

や親戚
しんせき

             

17．友人
ゆうじん

・知人
ちじ ん

                        18．近所
きんじょ

の人
ひと

や自治会
じ ち か い

の役員
やくいん

 

19．職場
しょくば

や仕事先
しごとさき

の人
ひと

                   20．広報誌
こうほうし

「しじょうなわて」 

21．社協
しゃきょう

だより                        22．自治会
じ ち か い

の回覧板
かいらんばん

          

23．新聞
しんぶん

・雑誌
ざっ し

・テレビ・ラジオ         24．インターネット 

25．その他
た

（                               ） 

26．情報
じょうほう

を得
え

る方法
ほうほう

がわからない        27．情報
じょうほう

を得
え

る必要
ひつよう

がない 

28．相談
そうだん

する方法
ほうほう

がわからない      29．相談
そうだん

する必要
ひつよう

がない  

 

 

 

【 ＊コミュニティソーシャルワーカーとは？ 】 

高齢
こうれい

、障
しょう

がい、児童
じ ど う

など、対象
たいしょう

を限定
げんてい

せずに地域
ち い き

において支援
し え ん

を要
よう

する人
ひと

を把握
は あ く

し、支援
し え ん

 

   に応
おう

じるために地域
ち い き

に出向
で む

いて相談
そうだん

に応
おう

じ、地域
ち い き

の資源
し げ ん

やさまざまなサービスを活用
かつよう

して生活
せいかつ

 

するうえでの悩
なや

みや困
こま

りごとの解決
かいけつ

を手助
て だ す

けをしたり、地域
ち い き

のネットワーク化
か

を推進
すいしん

する福祉
ふ く し

 

の総合
そうごう

相談員
そうだんいん

です。 

 

 

２．「福祉
ふ く し

」や「福祉
ふ く し

サービス」についておたずねします。 
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（問
とい

９）あなたは現在
げんざい

、自治会
じ ち か い

や子
こ

ども会
かい

などの地域
ち い き

活動
かつどう

や、その他
た

のボランティア活動
かつどう

に

参加
さ ん か

していますか？                  （ひとつだけ〇） 

 

 １．現在
げんざい

活動
かつどう

している           

２．過去
か こ

に活動
かつどう

したことがあるが、現在
げんざい

は活動
かつどう

していない  

３．活動
かつどう

したことがない                 問
とい

15へ 

 

（問
とい

10）問
とい

９で、「１．現在
げんざい

活動
かつどう

している」「２．過去
か こ

に活動
かつどう

した」と答
こた

えた方
かた

に質問
しつもん

で 

す。それはどのような活動
かつどう

です（活動
かつどう

でした）か？（あてはまるものすべてに○） 

１．校区
こう く

の活動
かつどう

           

２．自治会
じ ち か い

の活動
かつどう

 

３．子
こ

ども会
かい

・PTAの活動
かつどう

       

４．老人
ろうじん

クラブや高齢者
こうれいしゃ

の支援
しえ ん

活動
かつどう

 

５．婦人会
ふじんかい

や女性
じょせい

団体
だんたい

の活動
かつどう

        

６．消防団
しょうぼうだん

や防犯
ぼうはん

などの活動
かつどう

 

７．ひとり暮
ぐ

らしなどの高齢者
こうれいしゃ

の援助
えんじょ

    

８．子
こ

育
そだ

ての支援
しえ ん

や子
こ

どもの世話
せ わ

 

９．障
しょう

がいのある人
ひと

（子
こ

ども）の援助
えんじょ

   

10．健康
けんこう

づくりや食生活
しょくせいかつ

に関
かん

する活動
かつどう

 

11．スポーツ・文化
ぶん か

・レクリエーション・生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

に関
かん

する活動
かつどう

 

12．地域
ちい き

づくりに関
かん

する活動
かつどう

             

13．青少年
せいしょうねん

の健全
けんぜん

育成
いくせい

に関
かん

する活動
かつどう

 

14．清掃
せいそう

・美化
び か

・環境
かんきょう

に関
かん

する活動
かつどう

    

15．災害
さいがい

ボランティア活動
かつどう

       

16．その他
た

（                          ） 

 

 

 

 

３．地域
ち い き

活動
かつどう

やボランティア活動
かつどう

についておたずねします。 

問
とい

10～問
とい

14へ 

問
とい

11へ 
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（問
とい

11）問
とい

９で、「１．現在
げんざい

活動
かつどう

している」「２．過去
か こ

に活動
かつどう

した」と答
こた

えた方
かた

に質問
しつもん

     

です。地域
ち い き

活動
かつどう

やボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

して、良
よ

かった点
てん

はどのようなこと     

ですか？                       （○は３つまで） 

 

１．新
あたら

しい経験
けいけん

ができた         

２．人
ひと

から感謝
かんしゃ

される幸
しあわ

せを感
かん

じた 

３．やりがいや生
い

きがいを感
かん

じた      

４．人
ひと

との協 調 性
きょうちょうせい

が身
み

についた 

５．新
あたら

しい知識
ちし き

や技術
ぎじゅつ

が身
み

についた    

６．多
おお

くの知
し

り合
あ

いができた 

７．社会
しゃかい

の役
やく

に立
た

てることの喜
よろこ

びを感
かん

じた  

８．視野
し や

が広
ひろ

がり、物事
ものごと

の捉
とら

え方
かた

が変
か

わった 

９．今
いま

までの自分
じぶ ん

の経験
けいけん

や知識
ちし き

を活
い

かせた 

10．人
ひと

に対
たい

しての思
おも

いやりが持
も

てるようになった 

11．その他
た

（                              ） 

12．特
とく

にない 

 

 

  問
とい

12へ 
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（問
とい

12）問
とい

９で、「１．現在
げんざい

活動
かつどう

している」「２．過去
か こ

に活動
かつどう

した」と答
こた

えた方
かた

に質問
しつもん

で 

す。よりよい活動
かつどう

を進
すす

めるうえで、改善
かいぜん

が求
もと

められていること（求
もと

められていた

こと）はありますか？                           （○は５つまで） 

１．活動
かつどう

に関
かん

する情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

や情報
じょうほう

発信
はっしん

をする場
ば

、機会
きか い

が少
すく

ない  

２．活動
かつどう

の拠点
きょてん

となる場
ば

が少
すく

ない  

３．同
おな

じ分野
ぶん や

の他
た

の団体
だんたい

などとの連携
れんけい

が難
むずか

しい 

４．会員
かいいん

や参加者
さんかしゃ

がなかなか集
あつ

まらない  

５．活動
かつどう

のリーダー役
やく

になる人
ひと

がいない  

６．トラブルなどが発生
はっせい

したときの責任
せきにん

が重
おも

い   

７．活動
かつどう

資金
しき ん

があまりない 

８．リーダーや役員
やくいん

の交代
こうたい

がなく、活性化
かっせいか

が図
はか

られない 

９．活動
かつどう

に関
かん

する知識
ちし き

や技術
ぎじゅつ

を身
み

につける場
ば

、時間
じか ん

、機会
きか い

等
とう

がない 

10．活動
かつどう

に関
かか

わる雑務
ざつ む

が多
おお

く、本来
ほんらい

の活動
かつどう

に十分
じゅうぶん

に時間
じか ん

が取
と

れない 

11．リーダーとしての役割
やくわり

や責任
せきにん

があり、負担
ふた ん

が大
おお

きい 

12．自分
じぶ ん

が所属
しょぞく

する団体
だんたい

が登録
とうろく

・所属
しょぞく

している外郭
がいかく

団体
だんたい

、協
きょう

議会
ぎか い

、連絡会
れんらくかい

、協会
きょうかい

等
とう

への参加
さん か

もあり、活動
かつどう

の幅
はば

や負担
ふた ん

が大
おお

きい 

13．活動
かつどう

に対
たい

して、家族
かぞ く

や周囲
しゅうい

からの理解
りか い

が得
え

られない 

14．活動
かつどう

と仕事
しご と

や日々
ひ び

の生活
せいかつ

とのバランスが取
と

れない 

15．頼
たよ

りにされており、リフレッシュしたり活動
かつどう

を休止
きゅうし

しにくい 

16．その他
た

（                             ） 

17．特
とく

にない 

 

 

 

  

問
とい

13へ 
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（問
とい

13）現在
げんざい

、グループを通
つう

じてボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

している方
かた

に質問
しつもん

です。所属
しょぞく

   し

ている団体
だんたい

には、次
つぎ

のような高齢化
こうれいか

による問題
もんだい

がありますか。 

（〇は３つまで） 

 

    １．大
おお

きな行事
ぎょうじ

をする際
さい

のちから仕事
しご と

が難
むずか

しくなってきた 

   ２．代表
だいひょう

、副代表
ふくだいひょう

、会計
かいけい

などの役割
やくわり

を高齢
こうれい

になったことを理由
りゆ う

に断
ことわ

る人
ひと

が多
おお

い 

   ３．自身
じし ん

の高齢化
こうれいか

や親族
しんぞく

の介護
かい ご

などを理由
りゆ う

に活動
かつどう

を休止
きゅうし

、辞退
じた い

される人
ひと

が多
おお

い 

   ４．車両
しゃりょう

移動
いど う

が必要
ひつよう

な際
さい

に運転手
うんてんしゅ

を引
ひ

き受
う

ける人
ひと

が減
へ

ってきた 

   ５．遠距離
えんきょり

移動
いど う

を要
よう

する活動
かつどう

がおっくうになってきた 

６．構成員
こうせいいん

の病気
びょうき

などで一同
いちどう

に会
かい

することが難
むずか

しくなってきた 

   ７．その他
た

（                            ） 

   ８．活動
かつどう

にあたり、高齢化
こうれいか

が問題
もんだい

になったとは思
おも

わない 

 

 

（問
とい

14） ボランティアの高齢化
こうれいか

問題
もんだい

についてお聞
き

きします。どのような方法
ほうほう

が解決
かいけつ

につ

ながると考
かんが

えますか。 

                      （〇は３つまで） 

 

    １．四條畷
しじょうなわて

市
し

や関係
かんけい

機関
きか ん

（社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎか い

や福祉
ふく し

専門
せんもん

機関
きか ん

等
とう

）がボランティア 

活動
かつどう

団体
だんたい

の広報
こうほう

を行い
おこない

、新規
しん き

活動者
かつどうしゃ

を増
ふ

える取
と

り組
く

みに協 力
きょうりょく

してもらう 

   ２．ボランティア活動
かつどう

団体
だんたい

が積極的
せっきょくてき

に新規
しん き

活動者
かつどうしゃ

を増
ふ

える取
と

り組
く

みを行
おこな

う 

   ３．地域
ちい き

住民
じゅうみん

自
みずか

らがボランティア活動
かつどう

団体
だんたい

を調
しら

べて参加
さん か

していく 

   ４．介護
かい ご

予防
よぼ う

活動
かつどう

を全市的
ぜんしてき

に行
おこな

うことで、元気
げん き

な高齢者
こうれいしゃ

を増
ふ

やす 

   ５．地域
ちい き

に貢献
こうけん

する活動
かつどう

のやりがいを発信
はっしん

していく 

   ６．友人
ゆうじん

ができ、つながりが深
ふか

まる楽
たの

しさを発信
はっしん

していく 

   ７．その他
た

（                            ） 

   ８．ボランティアの高齢化
こうれいか

は問題
もんだい

ではない 
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（問
とい

15）あなたは、四條畷
しじょうなわて

市
し

の＊社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

を知
し

っていますか？（ひとつだけ〇） 

 １．よく知
し

っている    ２．名前
なま え

だけ知
し

っている    ３．知
し

らない 

 

 

（問
とい

16）問
とい

15で、「１．よく知
し

っている」と答
こた

えた方
かた

に質問
しつもん

です。  問
とい

17へ 

あなたが知
し

っている社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

はどれですか？ 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 １．ボランティアの相談
そうだん

や助成
じょせい

等
とう

の活動
かつどう

支援
しえ ん

（ボランティアセンター運営
うんえい

事業
じぎょう

） 

２．孤立
こり つ

しがちな高齢者
こうれいしゃ

などへの見守
みま も

り声
こえ

かけ（*小地域
しょうちいき

ネットワーク活動
かつどう

推進
すいしん

事業
じぎょう

） 

 ３．車
くるま

いす貸
か

し出
だ

し、自助
じじ ょ

具
ぐ

製作
せいさく

、給 食
きゅうしょく

サービス等
とう

の支援
しえ ん

 （在宅
ざいたく

福祉
ふく し

推進
すいしん

事業
じぎょう

） 

 ４．介護
かい ご

などが必要
ひつよう

な人
ひと

たちが在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を続
つづ

けていくための支援
しえ ん

や、単独
たんどく

で外出
がいしゅつ

 

が困難
こんなん

な障
しょう

がい者
しゃ

の外出
がいしゅつ

支援
しえ ん

         （居宅
きょたく

介護
かい ご

・移動
いど う

支援
しえ ん

事業
じぎょう

） 

５．認知症
にんちしょう

の人
ひと

などの金銭
きんせん

管理
かんり

や福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

援助
えんじょ

（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

） 

 ６．低所得者
ていしょとくしゃ

などへの生活
せいかつ

資金
しき ん

等
とう

の貸付
かしつけ

     （生活
せいかつ

福祉
ふく し

資金
しき ん

等
とう

の貸付
かしつけ

事業
じぎょう

） 

 ７．自力
じり き

で外出
がいしゅつ

が困難
こんなん

な人
ひと

などへの移送
いそ う

支援
しえ ん

     （福祉
ふく し

移送
いそ う

サービス事業
じぎょう

） 

 ８．コミュニティーソーシャルワーカーによる福祉
ふく し

・生活
せいかつ

相談
そうだん

 （福祉
ふく し

相談
そうだん

事業
じぎょう

） 

 ９．日本
にほ ん

赤十字
せきじゅうじ

や赤
あか

い羽根
は ね

共同
きょうどう

募金
ぼき ん

等
とう

の啓発
けいはつ

・推進
すいしん

・運営
うんえい

支援
しえ ん

事業
じぎょう

 

10．生活
せいかつ

課題
かだい

を抱
かか

える人
ひと

の相談
そうだん

事業
じぎょう

（生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

自立
じりつ

相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

、CSW配置
はいち

事業
じぎょう

） 

11．その他
た

（                             ） 

 

  【 ＊社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

とは？ 】 

    地域
ち い き

における住民
じゅうみん

組織
そ し き

や社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、福祉
ふ く し

団体
だんたい

、行政
ぎょうせい

などにより構成
こうせい

され、住民
じゅうみん

主体
しゅたい

の 

理
り

念
ねん

に基
もと

づき地域
ち い き

の福祉
ふ く し

課題
か だ い

の解決
かいけつ

に取
と

り組
く

み、だれもが安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる地域
ち い き

 

福祉
ふ く し

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し、住民
じゅうみん

の福祉
ふ く し

活動
かつどう

の組織化
そ し き か

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

を目的
もくてき

とする事業
じぎょう

の連絡
れんらく

調整
ちょうせい

及
およ

び 

事業
じぎょう

の企画
き か く

、実施
じ っ し

など、地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を行
おこな

う民間
みんかん

組織
そ し き

です。 

【 ＊小地域
しょうちいき

ネットワークとは？ 】      

日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

るうえで援助
えんじょ

を必要
ひつよう

とする高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

、子育
こ そ だ

て世帯
せ た い

などの人
ひと

に対
たい

し、安
あん

心
しん

して生活
せいかつ

が送
おく

れるよう地域
ち い き

住民
じゅうみん

が参加
さ ん か

、協 力
きょうりょく

して見守
み ま も

りなどの援助
えんじょ

を行
おこな

ったり、地域
ち い き

の

公民
こうみん

館
かん

などで相談
そうだん

やさまざまな事業
じぎょう

や行事
ぎょうじ

などで居場所
い ば し ょ

づくりを行
おこな

います。 

 

４．あなたのまわりの支援
しえん

機関
きか ん

についておたずねします。 



90
 10 

（問
とい

17）あなたは、＊民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

を知
し

っていますか？   （ひとつだけ〇） 

 １．よく知
し

っている    ２．名前
なま え

だけ知
し

っている    ３．知
し

らない 

 

（問
とい

18）問
とい

17で、「１．よく知
し

っている」と答
こた

えた方
かた

に質問
しつもん

です。  

あなたが知
し

っている民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

の活動
かつどう

はどれですか？ 

（あてはまるものすべてに○） 

 １．日常
にちじょう

生活
せいかつ

についての悩
なや

みや心配
しんぱい

ごとへの助言
じょげん

・相談
そうだん

・援助
えんじょ

 

 ２．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

などの福祉
ふく し

サービスに関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

３．高齢者
こうれいしゃ

等
とう

で支援
しえ ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

への声
こえ

かけや訪問
ほうもん

 

４．子
こ

どもに関
かん

する相談
そうだん

 

 ５．社会
しゃかい

福祉
ふく し

事業
じぎょう

や活動
かつどう

への支援
しえ ん

、住民
じゅうみん

の福祉
ふく し

の増進
ぞうしん

を図
はか

るための活動
かつどう

 

 ６．その他
た

（                             ） 

 【 ＊民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

とは？ 】 

    民生
みんせい

委員
い い ん

は、厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

から委嘱
いしょく

された非常勤
ひじょうきん

特別
とくべつ

職
しょく

の地方
ち ほ う

公務員
こうむいん

で、それぞれの地域
ち い き

 

   で常
つね

に住民
じゅうみん

の立場
た ち ば

に立
た

って相談
そうだん

に応
おう

じ、必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を行
おこな

い社会
しゃかい

福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

に努
つと

める方々
かたがた

で、 

児
じ

童
どう

委員
い い ん

を兼
か

ねています。児童
じ ど う

委員
い い ん

は、地域
ち い き

の子
こ

どもたちが元気
げ ん き

に安心
あんしん

して暮
く

らせるように、 

子
こ

どもたちを見守
み ま も

り、子
こ

育
そだ

ての不安
ふ あ ん

や妊娠中
にんしんちゅう

の心配
しんぱい

ごとなどの相談
そうだん

・支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

います。 

また、一部
い ち ぶ

の児童
じ ど う

委員
い い ん

は、児童
じ ど う

に関
かん

することを専門的
せんもんてき

に担当
たんとう

する、「主任
しゅにん

児童
じ ど う

委員
い い ん

」の指名
し め い

 

   を受
う

けています。 

 

（問
とい

19）あなたは、＊地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

を知
し

っていますか？     （ひとつだけ〇） 

 １．よく知
し

っている    ２．名前
なま え

だけ知
し

っている    ３．知
し

らない 

 

 

  

問
とい

19へ 

問
とい

21へ 問
とい

20へ 
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（問
とい

20）問
とい

19で、「１．よく知
し

っている」と答
こた

えた方
かた

に質問
しつもん

です。  

あなたが知
し

っている地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

の活動
かつどう

はどれですか？ 

 （あてはまるものすべてに○） 

 １．孤立
こり つ

しがちな高齢者
こうれいしゃ

を支援
しえ ん

する小地域
しょうちいき

ネットワーク活動
かつどう

 

 ２．福祉
ふく し

に関
かん

する周知
しゅうち

、啓発
けいはつ

活動
かつどう

 

 ３．地域
ちい き

（自治会
じ ち か い

区域
くい き

）の当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

と協働
きょうどう

で行
おこな

う交流
こうりゅう

事業
じぎょう

 

４．地域
ちい き

（自治会
じ ち か い

区域
くい き

）で支援
しえ ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

を支
ささ

える活動
かつどう

 

 ５．その他
た

（                             ） 

 

  【 ＊地区
ち く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

とは？ 】 

    住
す

みよいまちづくりを進
すす

めることを目的
もくてき

とし、そこに住
す

むすべての住民
じゅうみん

が安心
あんしん

して暮
く

らし 

   ていけるよう、住民
じゅうみん

が主体
しゅたい

となって取
と

り組
く

むための推進役
すいしんやく

です。四條畷
しじょうなわて

市
し

では、おおむね 

自
じ

治会
ち か い

単位
た ん い

で結成
けっせい

されています。 

 

 

（問
とい

21）あなたは、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）を知
し

っていますか？ 

（ひとつだけ〇） 

 １．よく知
し

っている    ２．名前
なま え

だけ知
し

っている    ３．知
し

らない 

 

 

（問
とい

22）問
とい

21で、「１．よく知
し

っている」と答
こた

えた方
かた

に質問
しつもん

です。  

あなたが知
し

っている CSWの活動
かつどう

はどれですか？ 

（あてはまるものすべてに○） 

 １．福祉
ふく し

の相談員
そうだんいん

として要援護者
ようえんごしゃ

等
とう

の相談
そうだん

業務
ぎょうむ

 

 ２．福祉
ふく し

のサービスや支援
しえ ん

が受
う

けられるためのネットワークづくり 

 ３．地域
ちい き

の福祉
ふく し

活動
かつどう

に対
たい

するコーディネート 

  ４．四條畷
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

の推進
すいしん

への協 力
きょうりょく

 

 ５．新
あら

たなサービスや仕組
し く

みの研究
けんきゅう

・開発
かいはつ

・普及
ふきゅう

 

 ６．その他
た

（                            ） 

  

問
とい

23へ 
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委
い

　員
いん

　名
めい

区
く

　分
ぶん

1 ◎小
こ

 寺
てら

　鐵
てつ

 也
や

 学識
がくしき

経験
けいけん

を有
ゆう

する委員
い い ん

2 小
こ

 林
ばやし

　由美子
ゆ み こ

 地区
ち く

福祉
ふ くし

委員会
いいんかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

3 松
まつ

 岡
おか

　俊
とし

 生
お

 地区
ち く

福祉
ふ くし

委員会
いいんかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

4 澤
さわ

 田
だ

　敬
けい

 二
じ

 地区
ち く

福祉
ふ くし

委員会
いいんかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

5 中
なか

 村
むら

　眞
ま

知子
ち こ

 民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

に属
ぞく

する委員
い い ん

6 井
い

 森
もり

　キミ子
き み こ

 民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

に属
ぞく

する委員
い い ん

7 内
ない

 藤
とう

　　壽
ひさし

 民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

に属
ぞく

する委員
い い ん

8 山
やま

 本
もと

　啓一郎
けいいちろう

 ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

連絡会
れんらくかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

9 塩
しお

 野
の

　孝
たか

 子
こ

 老人
ろうじん

クラブ
く ら ぶ

連合会
れんごうかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

10 篠
しの

 田
だ

　　實
みのる

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉会
ふ くしか い

に属
ぞく

する委員
い い ん

11 榎
え

 原
ばら

　芳
よし

 子
こ

 人権
じんけん

協会
きょうかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

12 出来
で き

田
た

　容
よう

 子
こ

 地域
ち い き

貢献
こうけん

委員会
いいんかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

（高齢分
こうれいぶん

野
や

）

13 川
かわ

 岸
ぎし

　祥
よし

 泰
やす

 地域
ち い き

貢献
こうけん

委員会
いいんかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

（障
しょう

がい分野
ぶ ん や

）

14 中
なか

 山
やま

　　航
わたる

 地域
ち い き

貢献
こうけん

委員会
いいんかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

（子
こ

ども分野
ぶ ん や

）

15 和
わ

 田
だ

　行
ゆき

 弘
ひろ

 自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

ネットワーク
ね っ と わ ー く

会
かい

に属
ぞく

する委員
い い ん

16 〇淺
あさ

 井
い

　　茂
しげる

 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

に属
ぞく

する委員
い い ん

17 堀
ほり

 内
うち

　　勇
いさむ

 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

に属
ぞく

する委員
い い ん

18 中
なか

 西
にし

　典
のり

 子
こ

 関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

に属
ぞく

する委員
い い ん

（子
こ

ども政策課
せ い さ く か

）

19 菅
すが

 井
い

　雅
まさ

 一
かず

 関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
きか ん

に属
ぞく

する委員
い い ん

（福祉
ふ くし

政策課
せ い さくか

）

20 北
きた

 村
むら

　弘
ひろ

 行
ゆき

 関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
きか ん

に属
ぞく

する委員
い い ん

（高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

）

21 寺
てら

 本
もと

　敦
あつ

 子
こ

 関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
きか ん

に属
ぞく

する委員
い い ん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

）

※順不同
じゅんふどう

・敬称略
けいしょうりゃく

◎は委員長
いいんちょう

・〇は副委員長
ふくいいんちょう

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

策定
さくてい

委員会
い い ん か い

名簿
め い ぼ
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四條畷市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 

（目的・設置） 

第１条 地域住民や社会福祉に関する活動を行う者等が相互に協力して、四條畷市の

地域福祉を推進することを目的とする四條畷市地域福祉活動計画（以下、「活動計

画」という。）を策定するため四條畷市地域福祉活動計画策定委員会（以下、「委員

会」という。）を設置する。 

 

（任務） 

第２条 委員会は、必要な調査や研究等を行い、活動計画を策定する。 

 

（委員の構成） 

第３条 委員会は、２１人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者の中から会長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）地区福祉委員会に属する者 

（３）四條畷市民生委員児童委員協議会に属する者 

（４）四條畷市ボランティア連絡会に属する者 

（５）四條畷市老人クラブ連合会に属する者 

（６）四條畷市身体障害者福祉会に属する者 

（７）四條畷市人権協会に属する者 

（８）四條畷市地域貢献委員会に属する者 

（９）四條畷市自主防災組織ネットワーク会に属する者 

（10）四條畷市社会福祉協議会に属する者 

（11）関係行政機関に属する者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和２年３月３１日までとする。 

２ 委嘱の日は、最初に開催される委員会の日とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。委員長及び副委員長は、委員

の互選によって選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委

員長に事故があったときは、その職務を代行する。 

 

（会議） 

第６条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 
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２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

 

（意見の聴取） 

第７条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見もしく

は説明を聞き、資料の提出を求めることができる。 

 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は、四條畷市社会福祉協議会事務局内に置く。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めない事項については、委員会で協議し決定する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和元年５月７日から施行する。 
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計画の策定経過 

 

日 程 事 項 内 容 （案 件） 

令和元年 8月 2日 第１回四條畷市

地域福祉活動計

画策定委員会 

・開会 

・委嘱状の交付 

・「地域共生社会の実現と社会福祉協議会」の講義 

種智院大学 小寺鐵也教授 

（１）会議の公開・非公開について 

（２）委員長・副委員長の選任について 

（３）第３期四條畷市地域福祉活動計画の 

進捗状況について 

（４）第４期四條畷市地域福祉活動計画の 

計画年数について 

（５）第４期四條畷市地域福祉活動計画の 

理念について 

（６）第４期四條畷市地域福祉活動計画の 

意見聴取方法について 

（７）今後のスケジュールについて 

（８）その他 

(委員１９名が出席) 

令和元年 

8月 2日～9月 30日 

アンケート調査 四條畷市に在住・在勤・在学している人、四條畷市

で活動している人（７５２名に送付、４４８名が回

答） 

令和元年 11月 14日 ワークショップ 美田町地区福祉委員会ワークショップ（９名が出席） 

令和元年 11月 18日 ワークショップ 地区福祉委員会ワークショップ  （３４名が出席） 

令和元年 12月 24日 第２回四條畷市

地域福祉活動計

画策定委員会 

（１）アンケートの結果について 

（２）ワークショップの結果について 

（３）基本目標及び取り組みの方向の素案について 

（４）その他        （委員１９名が出席） 

令和 2年 1月 27日 第３回四條畷市

地域福祉活動計

画策定委員会 

（１）ワークショップの結果について 

（２）基本目標及び取り組みの方向の素案について 

（３）その他        （委員１８名が出席） 

令和 2年 2月 28日 第４回四條畷市

地域福祉活動計

画策定委員会 

（１）第４期四條畷市地域福祉活動計画素案につい

て 

（２）その他         (委員１５名が出席) 
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