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ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
見
直
し
を
行

う
と
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難

で
き
な
い
要
支
援
者
が
な
ん
と
60
％
に

上
る
こ
と
が
わ
か
り
驚
き
ま
し
た
。
ど

う
す
れ
ば
効
率
よ
く
動
け
る
か
話
し
合

い
、
連
絡
網
の
作
成
や
緊
急
連
絡
先
・お

薬
手
帳
な
ど
の
非
常
時
に
必
要
な
情
報

が
入
っ
た
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を
導

入
し
ま
し
た
。
ま
た
、
県
の
消
防
防
災

課
と
協
力
し
、
彦
山
川
の
氾
濫
を
想
定

し
た
図
上
訓
練
を
実
施
。
高
台
や
商
店

が
な
い
た
め
、
災
害
時
に
は
孤
立
化
す

る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
現
在
避
難

訓
練
の
実
施
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
こ

の
事
業
に
参
加
し
、
実
際
に
動
く
こ
と

で
普
段
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
問
題
点
が

浮
か
び
ま
し
た
。
い
く
ら
用
意
し
て
も
、

動
か
な
け
れ
ば
ダ
メ
。
こ
の
機
会
に
地

域
が
一
致
団
結
し
て
、
支
え
合
う
地
域

づ
く
り
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
よ
く「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

再
生
」と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
ま
す
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」と
は
共
同
体
を
意
味

し
、
同
じ
地
域
に
居
住
し
て
利
害
を

共
に
す
る
人
々
の
集
ま
り
を
指
し
ま

す
。
そ
の「
集
ま
り
」が
な
ぜ
今
必
要

な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

戦
後「
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
自
分

で
」と
言
わ
れ
て
い
た
自
助
福
祉
の
時
代

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
高
度
成
長
の

中
で
、
収
入
が

激
増
・
安
定
。

税
金
が
増
加
し
、

公
的
な
援
助
が

主
流
と
な
っ
た

公
助
福
祉
の
時

代
と
な
り
ま
す
。

そ
し
て
戦
後
65

年
が
経
っ
た
今
、

支
え
合
う
「
相
互
扶
助
」の
体
制
づ
く

り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

行
動
に
つ
な
げ
る
取
り
組
み
と
し
て
、

昨
年
度
か
ら
町
と
社
会
福
祉
協
議
会
は

「
地
域
支
え
合
い
体
制
づ
く
り
事
業
」を

始
動
し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
で
、
日
常

の
見
守
り
や
災
害
時
に
支
援
が
必
要
な

人
を
把
握
し
、
地
域
で
支
え
合
え
る
備

え
や
対
応
が
整
え
ら
れ
ま
す
。
同
時
に
、

認
知
症
や
介
護
の
知
識
を
得
た
り
、
危

険
・
防
犯
箇
所
を
確
認
し
な
が
ら
、
地

域
の
福
祉
力
の
向
上
に
つ
な
げ
ま
す
。
ま

た
、
地
元
企
業
と
も
連
携
し
、
町
に
関

わ
る
全
て
の
人
が
互
い
に
支
え
合
う
体

制
の
拡
大
を
図
っ
て
い
ま
す
。
平
成
25
年

度
モ
デ
ル
地
区
の
募
集
も
予
定
し
て
い

ま
す
の
で
、
私
た
ち
と一緒
に
支
え
合
う

地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

共
助
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
叫
ば
れ
て
い
る

の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
核
家
族
化
に

よ
る
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
増
加
、
過

疎
化
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
重
視
し
た
生

活
様
式
の
変
化
に
よ
り
、
助
け
合
う

環
境
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
一

因
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
地
域
に
は
、困
っ

て
い
た
り
孤
立
し
て
い
た
り
し
て
、「
助

け
て
」と
い
う
声
が
出
せ
ず
に
い
る
人

が
い
る
は
ず
な
の
に―

―

。

　

現
在
、
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
女

性
が
約
86
歳
、
男
性
が
約
79
歳
と
い
わ

れ
、
福
智
町
の
高
齢
化
率
は
約
27
％
で

す
。
障
が
い
者
や
乳
幼
児
な
ど
を
合
わ

せ
る
と
、
災
害
時
に
何
ら
か
の
支
援
が

必
要
な
人
は
お
よ
そ
４
人
に
１
人
。
少

子
化
の
影
響
も
あ
り
、
そ
の
数
は
今
後

さ
ら
に
増
え
続
け
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
町
や
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
の

公
的
な
支
援
や
、
家
族
な
ど
一
部
の
人

だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
今
、
地
域
で

互
い
に
支
え
合
う
体
制
を

あ
な
た
も
始
め
ま
せ
ん
か

居
住
者
の
確
認
を
行
い
、
見
守

り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
や
要

支
援
者
を
支
え
ら
れ
る
地
域
防
災
マ
ッ

プ
を
作
成
し
ま
し
た
。
今
後
は
役
員
や

組
長
が
中
心
と
な
っ
て
地
域
の
見
守
り

巡
回
を
行
う
所
ま
で
計
画
が
進
ん
で
い

ま
す
。
支
え
合
い
の
体
制
づ
く
り
も
大

切
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
私
が
感
じ
た

こ
と
は
、
モ
デ
ル
地
区
と
し
て
の
活
動

を
行
う
中
で
、「
地
域
で
で
き
る
こ
と

は
地
域
で
や
ろ
う
」と
い
う
共
通
の
意

識
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
す
。
も
と
も
と

集
会
所
を
拠
点
に
公
民
館
活
動
は
盛

ん
で
し
た
が
、
集
ま
り
ご
と
が
あ
る
た

び
に
、
必
ず
防
犯
や
防
災
に
関
す
る
情

報
交
換
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

足
取
り
は
ゆ
っ
く
り
で
す
が
、
今
後
さ

ら
に「
集
え
る
場
」を
大
切
に
し
、
新

た
な
隣
組
の
あ
り
方
を
私
た
ち
住
民

が
再
構
築
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

た
ち
の
地
区
は
居
住
者
が
多

く
、
組
ご
と
に
具
体
的
な
取

り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
６
区
は
昔

か
ら
老
人
部
・
こ
ど
も
部
・
婦
人
部
・
青

年
部
が
一
体
と
な
っ
て
公
民
館
活
動
を

行
っ
て
い
て
、
区
全
体
で
の
統
一
的
な

活
動
ま
で
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
支

え
合
い
の
体
制
は
整
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。

特
に
老
人
部
は
活
動
が
盛
ん
で
、
毎
月

発
行「
人
見
老
人
会
だ
よ
り
」を
、
手

渡
し
で
届
け
る
よ
う
に
決
め
、
独
居

の
世
帯
で
は
必
ず
声
か
け
を
し
て
い
ま

す
。
今
一
番
力
を
入
れ
て
い
る
の
は
、
花

植
え
運
動
。
人
見
駅
な
ど
７
か
所
で
花

壇
を
整
備
し
、
地
域
の
み
ん
な
で
管
理

し
て
い
ま
す
。
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
で
き

る
地
域
の
活
動
。
今
後
支
え
合
い
体
制

づ
く
り
を
進
め
る
中
で
、
今
あ
る
つ
な

が
り
を
さ
ら
に
深
め
、互
い
に
助
け
合
っ

て
暮
ら
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

全

ハ

私 社会福祉協議会

中野雅浩 事務局長

金田６区

荒巻 久美子さん 

赤池16区

赤星 重雄さん

方城25区

田島 靖さん

↑みんなの「憩いの場所」
という公民館で、地域や
町の行事後には必ず懇親
会を開く赤池16区。地域
で最近気になることなど、
情報交換は欠かしません。

↑災害や急病などの経験
を生かし、全世帯で救急
医療情報キットを活用し
ている方城25区。消防署
との連携も図り、一歩進ん
だ取り組みをしています。

↑美しい地域にしたいと、
人見駅など７か所に自主
的に花植えしている金田
6区老人部。声をかけ合
い、定期的に花の世話や
美化運動をしています。

問福智町社会福祉協議会 ☎２２-６６３１

地域を見直すことから、地域を知り、
地域にある課題を見つけ、

住民自ら地域課題を考える環境を作る。
ここでは、新しい地域づくりに
取り組むモデル地区を紹介します。

絆の再生が持つ
無限の可能性

支援の輪を広げる
「地域支え合い体制づくり」とは・・・

１、安全・安心な見守り支援ネットワークを作る

　　一人暮らし、高齢者、病気や障がいを持つ家族がいる世帯など、

　　いわゆる要支援者が地域にどれだけいるか確認し、地域で見守

　　る体制を作る。

２、地域防災・防犯マップを作る

　　「福智町ハザードマップ」を利用して、自分たちが住む地域

　　の危険箇所や避難場所を見直し、防災・防犯の意識を高める。

３、支え合い体制を担う人材を育成する

　　認知症サポーター養成講座や介護入門教室など、支え合い

　　体制の担い手を育成する。

４、地域にある課題を探し、解決する

　　地域住民が自ら率先して、地域特有の課題解決に取り組む。

↓ 12月2日と、２月17日に開かれた相互
扶助による地域づくりシンポジウム。地域コ
ミュニティづくりの実践発表を行いました。

相
互
扶
助
の
重
要
性
が
問
わ
れ
る
中
で
、

地
域
の
福
祉
力
向
上
に
取
り
組
む
社
会
福
祉
協
議
会
。

私
た
ち
が
互
い
に
助
け
合
い
支
え
合
う
た
め
に
、

今
何
が
で
き
る
の
か
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

地
域
の
絆
を
再
生
す
る


