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北名古屋市 地域福祉計画 かわら版

地
域
福
祉
計
画
と
は

地
域
福
祉
計
画
は
、
市
民
が
抱
え

る
様
々
な
生
活
課
題
を
福
祉
サ
ー
ビ

ス
や
地
域
の
支
え
合
い
活
動
に
よ
っ

て
解
決
し
て
い
く
た
め
の
計
画
で
す
。

北
名
古
屋
市
で
は
、
令
和
３
年
度

（２
０
２
１
年
度
）か
ら
の
「北
名
古
屋

市
第
４
期
地
域
福
祉
計
画
」を
策
定
す

る
準
備
を
進
め
て
お
り
、
こ
の
「か
わ

ら
版
」で
皆
様
に
そ
の
情
報
を
お
知
ら

せ
し
て
ま
い
り
ま
す
。

第
1
回
策
定
委
員
会

２
月
４
日
に
、
市
役
所
に
お
い
て
、

第
１
回
策
定
委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

策
定
委
員
会
は
、
小
木
曽
早
苗
日
本

福
祉
大
学

福
祉
社
会
開
発
研
究
所
助

教
を
委
員
長
に
委
員
１
５
名
で
構
成
さ

れ
、
全
４
回
開
催
す
る
予
定
で
す
。

第
１
回
会
議
で
は
、
策
定
方
針
と
、

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
方
法
に

つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

地
域
福
祉
活
動
計
画
と

一
体
的
に
策
定
し
ま
す

「北
名
古
屋
市
第
４
期
地

域
福
祉
計
画
」は
、
北
名
古
屋

市
社
会
福
祉
協
議
会
が
地
域

福
祉
に
関
す
る
施
策
・事
業

を
ど
の
よ
う
に
推
進
す
る
か

を
定
め
る
「地
域
福
祉
活
動

計
画
」と
一
体
的
に
策
定
し

ま
す
。

市
民
の
皆
様
と
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
、
市
民
の
皆

様
の
ご
意
見
を
採
り
入
れ
た

計
画
づ
く
り
を
進
め
ま
す
の

で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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第1回策定委員会

出会い ふれあい 支えあい 共に生きるまち
第４期地域福祉計画 第１回策定委員会を開催しました！

北名古屋市第４期地域福祉計画策定委員会委員名簿

令和２年２月４日現在 50音順 敬称略



地
域
共
生
社
会
実
現
に
む
け
て

□ 私は第２期計画から、策定に関わっています。「地域福祉計画」というと固いイメージがあ

りますが、これまでも、福祉に関わる者として、結構、私たちの意見を盛り込んでいただけて

いると感じています。改めて計画書を開くようなことはないものの、肌感覚的には、いろいろ

なことが改善してきていると感じています。

□ ショッピングセンターの一角などで、地域の方が買い物の帰りに困り事相談に来たり、介護

保険制度や障害者の制度などを伝えていくといった「コミュニティ広場」があるといいと思っ

ています。学校区に一つずつ、地域の方々と協働して作っていけないかと模索しています。

□ 私たちのグループは、「自分の健康は自分で守る」ということをモットーに活動しており、

いろいろなところで活躍している人も多いです。ただ、メンバーが高齢化し、次世代がいない

状況です。北名古屋市は、高齢者の健康づくりは結構充実していると思います。自分たちの健

康に何かあって、助けてもらわなくてはならないという場合に、この地域福祉計画が重要だと

思うので、勉強したいと思います。

□ 地域に住む人が災害時にどのように動いたらいいか。時間帯により地域にいる年齢層が変

わってくるので、支援できる内容、互助できる内容がすごく変わってきます。そういうことを

計画ごととして考えていくのは苦しいと感じてしまう。結局、どういうサービスがあるかわか

らない、助けてほしいがどうしたらいいかわからないといったことが、災害時には特にありが

ちです。これは子どもの育成支援でも同様で、わかりやすく提示しておくことが大事だと思い

ます。

□ 私は民生委員児童委員協議会の役員をしています。災害時に民生委員児童委員がどう動くか

ということに強い関心を持っています。一応マニュアル的なものもあるのですが、それをどう

行動に結びつけていくか、少しでも道を拓きたいと思っています。

★★★策定委員の意見から★★★

③
地
域
づ
く
り
に
向
け
た
支
援

①
断
ら
な
い
相
談
支
援

②
参
加
支
援

厚
生
労
働
省
で
は
、
昨
年
、
「地
域
共
生
社
会

に
向
け
た
包
括
的
支
援
と
多
様
な
参
加
・協
働
の

推
進
に
関
す
る
検
討
会
」（地
域
共
生
社
会
推
進

検
討
会
）を
開
催
し
、
１
２
月
に
「最
終
と
り
ま
と

め
」を
行
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
今
後
、
市
町
村
に
お
い
て
、
包
括

的
な
住
民
支
援
体
制
の
整
備
の
た
め
に
次
に
掲

げ
る
３
つ
の
支
援
を
一
体
的
に
行
っ
て
い
く
べ
き

と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

本
人
・世
帯
の
属
性
に
か
か
わ
ら
ず
受
け
止

め
る
相
談
支
援

本
人
・世
帯
の
状
態
に
合
わ
せ
、
地
域
資
源
を

活
用
し
な
が
ら
、
就
労
支
援
、
居
住
支
援
な
ど

を
提
供
す
る
こ
と
で
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
回

復
す
る
支
援

地
域
社
会
か
ら
の
孤
立
を
防
ぐ
と
と
も
に
、

地
域
に
お
け
る

多
世
代
の
交
流
や
多
様
な
活

躍
の
機
会
と
役
割
を
生
み

出
す
支
援



師勝東小学校 夜間防災訓練
(令和元年12月21日)

東小お父さんの会主催、六ツ師
自主防災会の協力で、夜間防災訓
練を開催。防災倉庫の備蓄品を確
認したり、防災講義で簡易ごみ箱
を作ったりと、親子で防災につい
て学びました。

ボランティアグループ「麦の会」
が平成４年からスタートした「ふれ
あい会」は、おひとり暮らしの高齢
者の方をお招きして手作りの昼食
やレクリエーション、講座などを
行っています。笑顔いっぱい・お
しゃべりがいっぱい・おなかもいっ
ぱいの素敵な会です。

どこでも高齢化が言われているが、私はそれを逆手にとって人生100年と言っ
ている。私たちの仲間も70、80代が圧倒的に多いが、やる気はすごい。ボラン
ティアと小さいお子さん、お年寄りが集まる場ができると、いろいろな情報交換が
できるし、“つなぐ”ということができる。つなぐ場所があるということはとても大
きなこと。
（第１回策定委員会 吉田彩子委員の発言より）

出会い・ふれあい・支え合い きたなごや
～ つながる日常の風景 ～

日々の教育活動を通して、「みんな共に生きている、支えあって生きている、地
域にはいろいろな方がいて苦労されたり、工夫されたりしている」ことを教えてい
きたい。
周りに支えられていることに感謝の気持ちをもたせるとともに自分たちも何か

地域でやれることはあることに気付かせていきたい。
（第１回策定委員会 岡島啓子委員の発言より）

ふれあい会


