
福祉のまち づく りのた めに

● 第2 次 函館市地域福祉計画 ●

(平成2 1年度~ 平成2 5 年度)

函 館 市



少子高齢化の進行や深刻 な経済不況, さ ら には, 虐待や引き こ も り な ど, 福祉 を

取 り巻 く 環境 はます ます 複雑 ・ 多様化 し て お り , こ の よ う な な か, す べ て の人 が

住み慣れた地域でそ の入 ら しい暮 ら し を送 る こ と がで き る よ う, これまで も高齢者,

障がい者 , 子育て に 関す る 計画 を 策定 し , 各種福祉 サー ビス の提供 に取 り組 ん で

ま い り ま し た が, 地域 にお い て は, 公 的な福祉 サー ビス だ けで は十分 に対応す る

こ と がで き な い課題, 例 えば, 制度の谷 間に あ る人への支援や個々の制度だ けで は

不十分 な ケー ス , さ ら には公的な制度 の対象 にはな じ ま ない ニ ー ズヘ の対応 な どの

課題 が生 じ て き て い ます。

これ らの課題 に対応す るた めには, 住民 ・ 地域 ・ 行政が協力 し合いなが ら解決 に

向か う仕組み をつ く る こ と が必要で あ り, ま た , こ の よ う な仕組み をつ く る こ と は,

住民の 自己実現意欲 を生かす こ と に もつ ながっ て い く も の と考えてお ります。

本市で は, すべて の市民が福祉 に対す る理解 を深 める と と も に 情報 を共有 し ,

相互 に連携 ・ 協力 し な が ら地域福祉 の推進 に取 り組む こ と を め ざ し , 平成 16年度 に

地域福祉計画 を策 定 し , 地域福祉 の基本理念や基本 的方策 のほか, そ の取組 み に

お け る協働 ・ 連携や役割分担のあ り方な どを取 り ま と め, 地域福祉 の周知 ・ 啓発 に

努 めて き た と こ ろ です が, よ り 具体的な 取組 み を進 め る た め, こ のた び 「第 2 次

函館市地域福祉計画」 を策定 しま した。

一人ひ と り が地域福祉 の意義 と 必要性 を認識 し , こ れ ま で 以上 に住民 ・ 地域 ・

行政が手を携 え る こ と に よ り, 地域の人々が安心 して暮 らせ る 「共に支え合 う社会」

の構築に尽力 して まい りたい と考えてお り ます。

結び にあた り, こ の計画の策定 に関 し , 貴重な ご意見や ご提言 を い た だ き ま し た

地域懇談会や計画策定委員会の皆様 を は じ め, 関係 団体の皆様 に心か ら厚 く お礼 を

申 し上げます。

平成 21年 3 月

函 館 市 長 西 尾 正 範
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1 計 画 策 定 の 背 景 と 趣 旨

少 子 高齢 化 や核 家族 化 の進 行 , 地 域 で 相 互 に 支 え 合 う 意 識 の希 薄 化 , さ ら に

は , 生 活 の 質 や 豊 か さ を 重 視 す る 志 向 の 高 ま り な ど , 地 域 社 会 を 取 り 巻 く 環 境

が 大 き く 変 化 す る な か で , 公 的 な 福 祉 サ ー ビ ス だ け で は十 分 に 対 応 す る こ と が

で き な い 課 題 , 例 え ば , 公 的 な 制 度 の 対 象 と し て は ふ さ わ し く な い ニ ー ズ や

制 度 の 谷 間 に あ る 人 へ の 支 援 , あ る い は個 々 の 制 度 だ け で は 不 十 分 と な る ケ ー

ス ヘ の 対 応 な ど の 課 題 が 生 じ て き て い ま す 。

こ の よ う な 課 題 に 対 応 す る た め に は , 身 近 な 地 域 に お け る こ れ ま で の 取 組 み

を 有 効 に 活 用 し な が ら , 公 的 な 福 祉 サ ー ビ ス と 市 民 の 自主 的 な 活 動 の 連 携 に

よ っ て , 利 用 者 本 位 の サ ー ビ ス を 総 合 的 に 提 供 す る 「共 に 支 え 合 う 社 会 」 を

構 築 す る こ と が 求 め ら れ ま す 。

2 地 域 福 祉 と は何 か

地 域 福 祉 と は , 地 域 住 民 や 社 会 福 祉 法 人 , ボ ラ ン テ ィ ア な ど が 相 互 に 協 力 し

て , 福 祉 サ ー ビ ス を 必 要 と す る 人 も 必 要 と し な い 人 も , 同 じ 地 域 社 会 の 一 員 と

し て 日常 生 活 を 営 み , 自分 の 意 思 で さ ま ざ ま な 社 会 活 動 に 参 加 で き る よ う な

社 会 を 創 り 上 げ て い く こ と を い い ま す 。

し た が っ て , 地 域 福 祉 を 進 め て い く た め に は , す べ て の 市 民 が福 祉 に 対 す る

理解 を 深 め, 地域 で の各 種 活 動 に積 極 的 に 参加 す る な ど, 行 政 だ け で は な く ,

地 域 住 民 や 地 域 で 活 動 す る 団 体 , 事 業 者 が さ ま ざ ま な 情 報 を 共 有 し , 相 互 に

連 携 ・ 協 力 し な が ら 取 り 組 ん で い く こ と が 大 切 で す 。

3 計 画 の 位 置 付 け

公 的 な 福祉 サ ー ビ ス だ け で は十 分 に 対応 す る こ と が で き な い 課 題 を 解 決 す る

た め に は , 地 域 福 祉 と い う 考 え 方 を 共 有 し , 地 域 に お け る 支 え 合 い の 仕 組 み

と し て 取 り 組 ん で い く 必 要 が あ り ま す 。

地 域 に お け る こ れ ら の 課 題 は , 誰 に も 起 こ り 得 る も の で あ り , 住 民 の 間 で

そ れ を 共 有 し , 解 決 に 向 か う よ う な 仕 組 み を つ く っ て い く こ と は , 地 域 の 人 々

が 安 心 し て 暮 ら せ る こ と に つ な が っ て い く も の と 考 え ら れ ま す 。

本 市 に お い て は , そ の よ う な 仕 組 み づ く り を め ざ し , 平 成 ↓6年 度 に 地 域 福 祉

計 画 を 策 定 し , 地 域 福 祉 の 理 念 の 普 及 に 努 め て ま い り ま し た が , 地 域 福 祉 に

つ い て よ り 具 体 的 に 取 り 組 む こ と が で き る よ う , 第 2 次 函 館 市 地 域 福 祉 計 画 を

策 定 し ま し た 。

4 計 画 の 期 間

計 画 の期 間 は , 平 成 2 1年 度 か ら 平 成 25年 度 ま で の 5 か年 と し ま す 。
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H 地 域 福 祉 計 画 と 他 施 策 と の 関 係

1 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 と の 関 係

福 祉 の ま ち づ く り 条 例 で は , そ の 目的 を 「す べ て の 市 民 が 安 心 し て 日常 生 活

を 営 み , 自 ら の 意 思 で 自 由 に 行 動 し , 真 に 豊 か で , ゆ と り と 生 き が い の あ る

地 域 社 会 を 築 き 上 げ て い く た め , あ ら ゆ る 分 野 に お い て 障壁 の な い ま ち づ く り

に 取 り 組 ん で い か な く て は な ら な い 」 と し , 市 , 事 業 者 お よ び 市 民 は , こ の

目的 に 向 か っ て , 連 携 協 力 し な が ら 取 り 組 む こ と と し て お り ま す 。

し た が っ て , 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 の 目的 を 達 成 す る た め に は , 個 人 の 特 性

や 多 様 性 を 認 め合 い , 住 民 が相 互 に 支 え 合 い , 連 携 し 合 う こ と の で き る シ ス テ

ム づ く り が 不 可 欠 で す が , こ の 取 組 み こ そ , 地 域 福 祉 の 推 進 そ の も の で あ る

こ と か ら , 地 域 福祉 計 画 と 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 が め ざす ま ち の姿 は 同 じ も の

で す 。

2 既 存 福 祉 計 画 と の 関 係

本 市 に お い て は , こ れ ま で も , 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 の 目的 を 具 現 化 す る

た め に , 公 的 な 福 祉 サ ー ビ ス に係 る 個 別 計 画 と し て 高齢 者 や 障 が い 者 , 子 育 て

に 関 す る 計 画 を そ れ ぞ れ 策 定 し , 福 祉 サ ー ビ ス の 目標 量 を 設 定 し な が ら サ ー ビ

ス 提 供 体 制 の 整 備 等 を 図 る と と も に , ボ ラ ン テ ィ ア や N P O 法 人 な ど に よ る

積 極 的 な 参 加 を 促 進 し て き ま し た 。

地 域 福 祉 計 画 は , こ う し た 取 組 み に 加 え , 住 民 ・ 地 域 ・ 行 政 が 地 域 福 祉 の

理 念 を 共 有 し な が ら , 公 的 な 福 祉 サ ー ビ ス だ け で は 十 分 に 対 応 す る こ と が で き

な い 課 題 に 協 働 し て 取 り 組 み , 共 に 支 え 合 う 地 域 社 会 を つ く る た め に , 地 域

福 祉 へ の 参 加 の促 進 や 地 域 福 祉 に係 る 意 識 の醸 成 な ど に 関す る 方 策 を ま と め た

も の で す 。

I 災 害 時 等 の 要 援 護 者 避 難 支 援 対 策 ・

平 成 17年 に 国 が作 成 し た 「災 害 時 要 援 護 者 の避 難 支 援 ガ イ ド ラ イ ン 」 に

基 づ き , 函館 市 に お い て も 新 た に 計 画 を 策 定 し , 災 害 時 に援 護 を 必 要 と す

る 方 々へ の避 難 支 援 対 策 に 取 り 組 む こ と と し て い ま す 。

2



< 地域福祉計画 と 他施策 と の関係 (イ メ ージ図) >

” ”

” - - - - - - 〃 - - - - ㎜ W 皿 皿 ㎜ - - ㎜ - ㎜ - - - - - - - - - - - -

公的な制度の対象としてはふさわしくないニーズ
(例 ) ―人暮 らしの高齢者 宅の電球の交換

- 皿 - - 皿 - -
- - - - - - -

- -

皿 - - 皿 - - 皿 皿 = 皿 皿 皿 - - I 〃 - - 皿 皿

[高齢者 ・介護保険関係計画]

・サー ビス 目標 量の設定  ・情報提供 など
一 一 - 一 一 - 一 一 一 - 一 一 - 一 一 - 一 一 - 一 一 - 一 一 - 一 一 ●

・サービス提供体制の整備 |・ボランティア等への
・サービスの計画的な実施 |  住民参加の促進

- -

X

/

- - -

- - ” - 皿 - - - - 〃 皿 皿

具現 化

具現 化

皿 - - - 皿 - 〃 - 〃 ” ” ” ”

[障がい者関係計画]

・サービス 目標量の設定  ・情報提供 など

〆

/

ゝ

・サー ビス提供体制の整備

・サー ビス の計画的な実施

・ボランティア等への

住民参加の促進

(例) 介護と障がいに係る複合的なニーズの
- - - - - - ” - - - - - - 皿 - 皿

ある世帯への支援
皿 〃 - - 〃 皿 - 〃 ” ”

[子育て支援関係計画]

・サービス 目標量の設定  ・情報提供 など

・サービス提供体制の整備

・サー ビス の計画的な実施

・ボランティア等への

住民参加の促進

X

/

≒

メ

地

  

域

福

  

祉

計

  

画

¬ 個別計画で対応する部分

¬ 地域福祉計画で対応する部分

恋
ば

- 3 -



1 地 域 福 祉 の 基 本 理 念

国 が示 し た 地 域 福 祉 計 画 の策 定 指針 に お い て は , 次 の 4 つ を 地 域 福 祉 の理 念 と

し て 掲 げ て お り , 第 2 次 地域福祉 計 画 に お い て も そ の考 え 方 を 踏 ま え て い ま す 。

( 1) 住 民参 加

障 が い の 有 無 , 年 齢 , 性 別 な ど , 人 開 に は そ れ ぞ れ 異 な っ た 個 性 や 特 性 が

あ り ま す が , こ う し た 特 性 等 を 超 え て , す べ て の 市 民 に 地 域 社 会 の 一 員 と

し て あ ら ゆ る 分 野 の 活 動 に 参 加 で き る 機 会 が 平 等 に 保 障 さ れ な け れ ば な り

ま せ ん 。

そ し て , こ の よ う な 社 会 は , 福 祉 サ ー ビ ス を 必 要 と す る 人 に も 必 要 と

し な い 人 に も 等 し く 望 ま し い 社 会 で あ る と い う 意 識 を 共 有 し な け れ ば 達 成

で き る も の で は あ り ま せ ん 。

し た が っ て , こ の よ う な 意 識 を 共 有 し , 地 域 福 祉 を 推 進 し て い く た め に

は , 計 画 の 策 定 段 階 か ら 具 体 の 取 組 み に い た る さ ま ざ ま な 場 面 に お い て ,

住 民 の 主 体 的 な 参 加 を 進 め て い く こ と が必 要 で す 。

(2) 共 に 生 き る 社 会 づ く り

地 域 福 祉 を 推 進 す る う え で は , 人 聞 の 持 つ 多 様 性 を 互 い に 認 め 合 い ,

地 域 社 会 へ の 参 加 を 促 し な が ら , 地 域 で 共 に 生 き る 住 民 相 互 が 連 携 し 心 の

つ な が り を 育 む こ と が必 要 で す 。

ま た , 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に あ た っ て は , 利 用 者 個 人 の 尊 厳 や 基 本 的

人 権 が 尊 重 さ れ る よ う , 地 域 全 体 で 擁 護 で き る 仕 組 み づ く り を 進 め る こ と

が 必 要 で す 。

(3) 男 女 共 同参 画

男 性 も 女 性 も 共 に , 日々 の 暮 ら し の な か で 地 域 の 課 題 に 目を 向 け , 社 会

の 対 等 な 構 成 員 と し て , そ れ ら の 課 題 解 決 に 向 け た 意 思 決 定 や 諸 活 動 に

参 画 し て い く 二 と が 必 要 で あ り , 地 域 福 祉 を 推 進 す る た め の 諸 活 動 は ,

男 女 共 同参 画 の視 点 で 展 開 さ れ る こ と が 犬 切 で す 。

(4) 福 祉 文 化 の 創 造

地 域 住 民 が , 自 ら の 生 活 基 盤 で あ る 地 域 社 会 に お け る 問 題 を 自 ら の 問 題

と し て と ら え , 事 業 者 と も 連 携 し な が ら 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 に 主 体 的 に

関 わ る こ と が 重 要 で あ り , ま た , 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 者 も 自 ら の

サ ー ビ ス 提 供 の あ り 方 に 常 に 目 を 向 け , 利 用 者 の 立 場 に 立 っ て 検 証 す る

必 要 が あ り ま す 。

こ の よ う な 活 動 の 積 み 重 ね が , そ れ ぞ れ の 地 域 に お け る 個 性 あ る 福 祉 ,

す な わ ち 福 祉 文 化 を 創 造 し て い く こ と に つ な が り ま す 。
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2 計 画 の 基 本 的 方 策

こ の計 画 は, 地域 福 祉 の基 本 理 念 を 踏 ま え , さ ら に は, 地域 懇 談 会 等 で 把 握

し た 市 の 実 情 を 勘 案 し な が ら , 本 市 と し て 地 域 福 祉 を 進 め る た め に 必 要 な 取 組

み を 6 項 目に ま と め, こ れ ら を 課題 解 決 に 向 け た 基本 的方 策 と し て 位 置 付 け ,

住 民 ・ 地 域 ・ 行 政 の役 割 分 担 や 協 力 ・ 連 携 と い う 視 点 で の 取 組 み も 視 野 に 入 れ

な が ら 地 域 福 祉 を 推 進 し て い き ま す 。

1

2

3

4

5

6

地 域 で の支 援 体 制 の構 築

住 民 参 加 ・ 人 材 育 成 の促 進

活 動 団 体 の連 携 体 制 の整 備

情 報 の共 有 化 の促 進

地 域 資源 の活 用

意 識 の醸 成

5
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3 計画の体 系図

地 域 福 祉 の 基 本 理 念 (4ページ)
国の策定指針において , 地域福祉の理念と して 掲げら れて いる も の

1 住 民 参 加

障が いの有無, 年齢, 性別な どを超 えて, すべての市民に地域社会の一員と して

あ らゆる分野の活動に参加で きる機会が平等に保障 される こ とが必要

2 共 に生 き る 社会づ く り

人間の持つ多様性 を互いに認め合 い, 地域社会への参加 を促 しなが ら, 地域 で

共に生きる住 民相互 が連携 し心のつなが りを育むこ とが必要

-

¬
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① 地域で の支援体制の構築
【推進の方向性】

■日常的な近所付き合いの再構築
■信頼できる人聞関係の構築
■情報の共有化による多方面からの支援体制の構築

②

■若い世代や働き盛 りの世代が参加 しやすい地域 活動の

設定

■団塊の世代の地域活動への参加の促進

住民参加 ・ 人材育成の促進
【推進 の方 向性】

■地域 における活動の核となる人材 の育成や掘 り起 こし ・ 公 的な福祉サー ビスを補 完する 多様な地域活動の推進

■知識 や経験を生か しながら活動に参加できる仕組み ・ 地域活動に関する研修等の機会の提供

の構築
■ボランティアなど地域活動の体験ができる機会の提供

・ 住 民参加 の機会の拡大

③ 活動 団体の連携体制の整備
【推進 の方 向性】

・ 情報交換 や交流の機会の設定          ・ 協働 して活動できる組織 の創 出

・ 個 々の組織 が持つ専 門的なノウハウの提供 ・共有
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3 男女共同参画

男性も女性も共に, 日々の暮 らしのなかで地域の課題に目を向け, 社会の対等
な構成員と して,それ らの課題解決に向けた意志決定や諸活動に参画 していく
こ とが必要

4 福祉文化の創造
地域住民が, 自らの生活基盤である地域社会における問題を 自らの問題と して
と らえ, サー ビスの提供に主体的に関わるとともに, サー ビスを提供する事業者
も, 自らのサー ビスを利用者の立場に立つて検証するこ とが必要

④ 情報の共有化の促進
【推進の方 向性 】

・ 情報交換や交流の機会の設定
・ プライバシーや個人情報の取扱いに関する正しい知識の普及・啓発

⑤ 地域資源の活用
【推進の方 向性 】

I 地域 におけるマンパ ワー の掘 り起 こし

I 既存の資源を活用した, 地域住 民の活動の場 の確保

⑥ 意識の醸成
【推進の方 向性 】

I 地域住 民が主体 となって活動するという意識 の醸成

I 地域活動 に係る相談体制の充実

7

・ 施設職 員が持つ専 門的知識の共有化

■地域包括支援センターの機能の拡充

I ノーマライゼーション理念 の普及 ・啓発

・ 地域活動 に関する研修等への参加の促進

|
- =
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IV 計画の基本的方策と具体的な事例

1 地域での支援体制の

構築

すべての住民が同 じ地域社会 を構成す るー員

で , 保健 ・ 医療 ・ 福祉 な どのサー ビス につ い

支援体制の整備を進めます。

【現状 と課題】

市民意識の向上 と市民ニーズの多様化 ・

複雑化な どによ り , 行政が主体 と な っ て提

供す るサー ビスのみでは, 利用者の実態に

合っ た対応が難 しい場面が生 じてい る状況

がある こ とか ら , これか らの市の福祉施策

や事業の展開においては, 市民や地域で活

動 してい る団体の 自由で柔軟な発想 を生か

すための仕組みづ く りが求められています。

口

口

口

口

口

口

地域での交流や人とのつながりの希薄化

地域で活動 している特定の人への負担

の集中

町会の加人率の低下 と組織の高齢化

地域活動を次世代につなげてい く ため

のマ ンパ ワー の不足

活動団体の厳 しい財政事情

公的な福祉サー ビス を補完す る地域

活動の必要性

策定委員会 ・地域懇談会での意見等

【推進の方向性】

地域住民の参加による活動を展開 して

い く ためには, 活動の意義や必要性を住

民自らが理解 し, 行動することが重要です

二のためにも , 町会や医療機 関, 福祉

施設 な どの社会資源 を活用す る と と も

に 地域において活動の核 とな る人材の

育成な どを通 じて , 身近な地域で相談や

サー ビスが受け られ る体制の整備 を進め

て い き ます。

■

■

■

■

■

■

日常的な近所付き合いの再構築

信頼で き る人開関係の構築

情報 の共有化 に よ る多方面か らの

支援体制の構築

若い世代や働 き盛 り世代が参加 しや

すい地域活動の設定

団塊の世代の地域活動への参加の促進

公的な福祉サー ビスを補完す る多様

な地域活動の推進

向こ う 三軒両隣的な活動は, 町会活動 , 在宅福祉委員, 民生委員の連携によ り

今後重要な位置付けにな る。

高齢者の孤独死, 引き こも りな どをどのよ う に した ら気付いていけるかと いう こ と

も大切ではないか。 隣近所へのあいさつか ら始まる声かけが支え合いにつながる。

在宅福祉委員と民生委員の連絡網を充実させる こ と によ り , 心配な方を早 く 見つ

ける こ と がで き る と思 う 。

在宅福祉ふれあい活動に取 り組んで いるが, 若い人が人つて こないため, 高齢者

が高齢者の世話を している状況である。
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で あ る と い う 意 識 を 持 ち な が ら , 地 域 住 民 や 行 政 , 事 業 者 が 共 に 協 力 ・ 連 携 す る な か

て , 気軽 に相 談 を 受 け , サ ー ビス に 関す る 情 報 を 提 供 す る こ と が で き る よ う , 地域 で の

が で きる こと

●

●

●

地域 で で き る こ と は地域 で担 う と い う考 え方で , 地域福祉 に取 り組 む。

声か け等 に よ る近 隣 と の 目常的なつ な が り のな かで , 福祉 サー ビス を必要 と す る

人 がいれ ば関係機 関 に相 談 , 連絡す る。

地域 の福祉 に 関心 を持 ち , 自分 の知識や経験 を生か しつつ , で き る こ と か ら活動

に参加 し て い く 。

が で きる こと

● 行 政 や 活 動 団体 , 地 域 住 民 で 福 祉 に 関す る 話 し 合 い や 情 報 交換 が で き る 場 を

設 け る 。

● 活動 団体 同士 が持 つ 情報 を 共有 し , 身近 な 地域 で さ ま ざ ま な 立場 か ら支援す る

こ と がで き る体制 を つ く る。

● 活発 な活動 を展 開 し て い る 団体 を参考 に 自分 た ち の地域 の実情 に合 っ た取組 み

を 考 え る。

● 行政 と 市民 を つ な ぐ活動 を 充実 さ せ る。

●

●

●

●

●

が で きる こと

出前講座や懇談会 の開催 等 を 通 じ て , 地域活動 を支援す る。

地域 にお い て活動 の核 と な る ボ ラ ン テ ィ ア や N P O 法人等 の活動 を支援す る。

地域活動 の拠点 と な る場 の確保 を支援す る。

地域活動 に関す る情報の提供 を充実す る。

福祉施策 の立案や推進 に市民が参画 で き る機 会 を提供す る。

9



-2 住民参加 ・人材育成の

促進

地域住 民の地域 に お け る 自立 し た 生活 を 支援

活 動 へ 参 加 し て い く こ と が 重 要 で あ り , そ の

大や場の提供 , さ ら に は人材 の養成 ・ 確保 のた

【現状 と 課題 】

地 域 住 民 が 自立 し た 生活 を 送 る た め に

は, そ れ を 支 え る社会 的機 運 の高 ま り が必

要です。 そ のた め, 地域住 民 に よ る活動 の

す そ 野の拡犬や そ の意義 につ い て理解 で き

る よ う , 情報提供や さ ま ざま な相談への対

応 が必要 で あ り, 地域住 民 に よ る活動 が 円

滑 に継続 で き る よ う な環境 の整備 が求 め ら

れ て い ま す 。

口 町会活 動等へ の参加 者 の減 少

口 地域 で活動 し て い る特定の人への負担

の集 中

口 地域活動 を次世代 につ な げて い く た め

の マ ン パ ワー の不 足

口 行政や地域包括支援セ ンタ ーな どの相談

窓 口へつ な げ る役割 を担 う 人 の確保

口 地域活動 に参加す る機 会 の充実

策定委員会 ・ 地域懇談会で の意見等

【推進 の方 向性 】

坦域 福祉を進めるためにによ, 福祉付すべての

人にとって 「自分 自身の問題」である とい う意識

の)醸戎と, 市民自らの活動への参加飲大切 です。

ま た , 地域 や社 会 の人 間関係 の な か で

ボ ラ ン テ ィ ア グル ー プ を つ く り , 市 民 に

よ る 自主的な活動 が地域 の実情 に あ っ た

活動へ と結びつ い て い く こ と が重要です。

こ のた めに も , 市民の意識や気運 を 高

め, 地域 で核 と な る役割 を担 う 人 の育成

を 支援 し て い き ま す 。

■ 地 域 に お け る 活 動 の核 と な る 人 材

の育成や掘 り起 こ し

■ 知 識 や 経 験 を 生 か し な が ら 活 動 に

参加 で き る仕組 みの構築

■ ボ ラ ン テ ィ ア な ど地 域 活 動 の 体 験

がで き る機 会 の提供

■ 地域活動 に係 る相談体制 の充実

■ 公 的 な福祉 サー ビ ス を補 完す る 多様

な地域活動 の推進

■ 地域活動に関す る研修等の機会の提供

■ 住 民参加 の機 会 の拡 大

町会活動 に はで き る だ け子 ど も が参 加す る も の を 取 り入れ て い る 。

町会 で子育て につ いて の相談がで き る よ う に し て ほ し い。

画―的で はな く , 地域 ご と の あ り方 を認める こ と が必要で ある 。

定年 を 迎 え た 方 々が , 自分 の能 力 を 生か し た ボ ラ ン テ ィ ア 活動 に よ り 地域 に 貢献

す る こ と を 望む 。

町会 に入 る 若 い世代が少 な いの は, 町会活動 に携わ る 人が高齢化 し , や る こ と が

地味 と な り , 魅 力が な いか ら か も しれ な い。

町会 の活動 は高齢者対象 の も のが 多いが, 小 さ く て も い いので誰 で も 参加 で き る

行事 を続 けて い けば良い と 思 う 。

高齢者 と 児童 の交流 はあ る が, そ の間の世代 を ど う 巻 き 込むかが課題で ある 。
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す る た め に は , 住 民 自 ら も 「サ ー ビス の担 い手 」 と し て の意 識 を 高 め な が ら , 主体 的 に

た め に も , 生 き が い づ く り や 交 流事 業 な ど の 充実 に 努 め る ほか , 活 動 へ の参 加 機 会 の拡

めの事業への参加の促進 を 図 り ます 。

●

●

●

が で きる こと

地域 の福祉 に関心 を持 ち , 自分 の知識や経験 を生 か し つつ , で き る こ と か ら活動

に参加 し て い く 。

近 隣で の交流 を 図 り , 見守 りや助 け合 い を推進 す る。

一 人 で は地域 活 動 に参加 し た が ら な い 人 が い る と き に は, 積 極 的 に声 を か け,

誘 い合 う。

が で きる こと

● 行 政 や 活 動 団体 , 地域 住 民 で 福 祉 に 関す る 話 し 合 い や 情 報 交換 が で き る 場 を

設 け る 。

● 住 民 同士が知 り合 う き っ か けづ く り を検討す る。

● 町会館 等 の身 近 な場所 で 地域活動 の体験 がで き る よ う にす る な ど, 住 民参加 の

機 会 を提供す る。

● ボ ラ ン テ ィ ア な どの地域活動 が体験で き る機 会 を つ く る。

●

●

●

●

が で きる こと

出前講座や懇談会 の開催等 を通 じ て , 地域活動へ の参加 を促進す る。

地域活動 に参加す る た めの情報の提供 を充実す る。

福祉施策 の立案や推進 に市民が参画 で き る機 会 を提供す る。

地域で で き る簡単な介助 に関す る講習 を実施す る。

1 1



-3 活動団体の連携体制
の整備

少子 高齢 化 や核 家族 化 の進 行 な ど に よ り , 公

ら , 基 本 的 な 福祉 ニ ー ズ は公 的 な 福祉 サー ビス

支 え合 い」 が求め られ て いま す 。

こ の た め, 多様 な 民間の活 動 団体 が担 い手 と

か な活動 をす る こ と に よ り地域 の課題 の解決 を

【現状 と 課題】

市におい て は, 多様な民間の活動団体に

よ り そ れ ぞれ サー ビ ス が提供 さ れ て い ま す

が, こ の よ う な 団体 が有機 的 に連携 ・ 協力

し ネ ッ ト ワー ク を 形成 す る こ と は, 地域住

民 の活動 を 支援 す る 基盤 づ く り と し て 重 要

で あ り , ま た , 市民意識 の向上 と ニ ー ズの

多様化 ・ 複雑化 な どに よ り, 保健 ・ 福祉 ・

医療 ・ 教育 ・ 住 宅 な どの多種 多様 な専 門的

知識 に基 づ く サー ビ ス の提供 が求 め られ て

い ま す 。

口 専 門分野 の知識 だ けで は市民 のニ ー ズ

に対応 で き な い 実態

口 異 業 種 に よ る 総 合 的 な ネ ッ ト ワー ク

体制 の必要性

口 多様 なサー ビス メ ニ ュ ー の必要性

策定委員会 ・ 地域懇談会で の意見等

【推進 の方 向性】

地域住 民 に よ る活動 が継続 的 に行 われ

て い く 過 程 にお い て , 活動 団体 同土 に生

まれ る多様 なネ ッ ト ワー ク は, 活動 に新

た な視 点 と発見 を も た らす と と も に 活

動 を 円滑 に進 め る推進 力 に な り ま す。

そ のた めに も , 相互 の理解 が得 られ る

よ う , 情報交換や行政 と 事業者 の横 断的

な連携 を推進す る と と も に 交流 の機 会

や場 の確保 な どを進 めて い き ます 。

■

■

■

情報交換や交流 の機 会 の設定

個 々の組織 が持つ専 門的な ノ ウハ ウ

の提供 ・ 共有

協働 し て 活動 で き る組織 の創 出

従来の町会 , 民生委 員 を 主体 と し た 活動 に加 え て , 新 し い時代のボ ラ ン テ ィ ア や

N P 0 , サー ビス 事 業所 , 地域 包括支援セ ン タ ー な どがかみ合 っ て 新 し い地域 活

動の展開 を 図 っ て い く こ と も 大事 で あ る 。

民生委員, 在 宅福祉委員, 町会の活動のなかで い ろ い ろ な行事が ある が, それ ぞれ

別 で はな < 三者が連携 し なが ら進めて は ど う か。

地域 包 括 支 援 セ ン タ ー と 民生 委 員 ・ 町会 な ど の横 の連 絡 体 制 が で き れ ば活 動 が

楽 に な る 。 民 生 委 員 で も 在 宅 福 祉 委 員 で も 自分 で 対 応 で き な けれ ば , 誰 か に

相談す る こ と が大事 で あ る 。 相談先 を確保 し て い る こ と が重要 で あ る 。

町会 は, 地域 の 自治活 動 の基 点 に な っ て い る の で , 町会 を 中心 と し て , い ろ い ろ

な 団体 を 取 り 込み な が ら , 活動 を 進 めて い く 必要が あ る と 思 う 。
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的 な 福 祉 サ ー ビス だ け で は十分 に 対 応 す る こ と が で き な い課 題 が 生 じ て き て い る こ と か

で 対応 す る と い う 原 則 を 踏 ま え つ つ , 住 民が 主体 的 に 関わ り 支 え 合 う , 地 域 の 「新 た な

な り , そ れ ぞれ の団体 が有す る 専 門的な 知識 ・ 能 力 を 共有 し連携 を 図 り な が ら , き め細

め ざ し ます 。

が で きる こと

● さ ま ざま な 団体 の活動 に関心 を持 ち , 自らが行 っ て い る活動 の情報 につ い て は,

積極 的に提供す る。

が で きる こと

●

●

●

個 々の団体 で 対応 で き な い課題 は, 他 の団体 の取組 み を 参考 にす る な ど, 連携

を深 めて解決策 を 見い 出 し て い く 。

地域包括支援セ ン タ ーが有す る 関係機 関 と のネ ッ ト ワー ク を地域活動 に活用す る。

福祉 に関わ る活動 団体 同士の情報 交換 がで き る体制 を設 け る。

が で きる こと

● 従来 の町会 , 民生委員 ・ 児童委員 を 主体 と し た活 動 に加 え て , ボ ラ ン テ ィ ア や

N P 0 , サー ビス提供事業者 , 地域包括支援セ ン タ ー な どが連携 し た , 新 し い

地域活動 の展 開 を支援す る。

● 活動 団体 に関す る情報 の提供 を 充実す る。

13



-4 情報の共有化の促進

地域における福祉の実情 をよ く 把握 して いる

れが地域で活動 し, さ ま ざまな支援を行って い

が円滑に進め られる こ とか ら , 基本的人権に配

【現状 と課題】

これ圭で , 「引き こ も り 」 や 「閉 じ こ も

り」 な どの生活課題に対 しては, 民生委員

・児童委員や事業者な どが, 個々の立場で

対応す る こ とがほと ん どです が, そ のよ う

な対応には限界がある こ と に加 え, 対応者

の負担の増大にもつながるな どの課題があ

り ます。

複雑化 ・多様化 した地域の生活課題を解

決す るた めには, き め細かなサー ビス が迅

速かつ適切に提供 されな ければな らない こ

とから, 地域福祉の推進に大きな役割を担

っ ている町会, 民生委員 ・児童委員, 関係

団体, 事業者お よび行政がそれぞれの持つ

情報を共有す る 二とが求め られています。

口

口

個々の立場での対応の限界や負担の増大

プ ライバシーの尊重 と守秘義務の問題

による対応の行 き詰ま り

策定委員会 ・地域懇談会での意見等

【推進の方向性】

有効な情報が共有で きないために支援

が遅れた り , 生活課題 に対応で き ない と

い う状況を回避するため, 「生きた情報」

をキーワー ドに, 関係機関が有機的に連

携 し , 情報の共有化によるネ ッ ト ワーク

づ く り を進 め, 「迅速 ・ 的確」 なサー ビ

スにつなげる体制の構築に努めます。

■

■

情報交換や交流の機会の設定

プ ライ バシーや個人隋報の取扱いに

関す る正 しい知識の普及 ・啓発

プライバシーの問題については, 個人情報の扱い方を市がいろいろな手法で市民

に正 し く 知 らせ, 協力を得 られるよ う にする必要がある。

それぞれの地域にさ ま ざまな団体があるが, 団体同士の横のつなが り, 情報の共

有がう ま く で きていない。

プライバシー保護の問題もあるが, 高齢者や障がい者な どの要援護者に関する情

報の共有を しな ければ災害時等の援助はで きない。

安否確認を しよ う と して も プライバシーの関係な どか ら断られる こ とがある。
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町会 や 民 生委 員 ・ 児 童 委 員 , 社 会福 祉 協 議 会 , 地域 包 括 支 援 セ ン タ ー な ど で は , そ れ ぞ

ま す が, それ ぞれが持 つ情報 を 共有化す る こ と に よ り , 地域 で の要援護者への対応 な ど

慮 し なが ら , 情報の共有化 を促進 し ま す 。

が で きる こと

● 声 か け等 に よ る 近 隣 と の 日常 的 な っ な が り の な か で , 福 祉 サ ー ビ ス を 必 要 と す

る 人 がい れ ば関係機 関 に相 談 , 連絡 す る。

● プ ラ イ バ シ ー に関す る正 し い知識 を習得 し , 過敏 にな りす ぎ な い。

が で きる こと

● 行 政 や 活 動 団体 , 地 域 住 民 で 福 祉 に 関す る 話 し 合 い や 情 報 交換 が で き る 場 を

設 け る 。

● 地域活動 に 関す る 情報 の共有 の仕 方 につ い て , 地域 の実情 に合 っ た 方 法 を 検討

す る。

● プ ラ イ バシー に関す る正 し い知識 を習得 し , 個人 隋報 を適切 に取 り扱 う。

●

●

●

●

が で きる こと

公 的サー ビス に関す る情報 の提供 を 充実す る。

出前講座や地域懇談会 の開催等 に関す る情報 を提供す る。

地域 で の情報交換会 の開催 な ど, 情報 の共有化 のた めの場 を設 け る。

地域 で の福祉活動 に必要 な個人 牌報 の取扱 い につ い て考 え方 を整理す る。
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-5 地 域 資 源 の 活 用

地域福祉 の 目的のー つは, 地域住 民の参加 を促

な地域 で相談 し , 地域住 民が必要 な情報 を得 られ

れ て い る こ と か ら , 町会館 な どの利用 の ほか , 福

【現状 と 課 題】

市 内 に は, 総合福祉 セ ン タ ーや 町会館 ,

集会所 な どを拠点 と し て , さ ま ざま な地域

活 動 が展 開 さ れ て い ま す が, そ れ 以外 に も

福祉 施設や 医療機 関等 , 活 動拠 点 と な り得

る施設 が数多 く あ り ます。

こ れ か ら は, 活 動拠 点 と し て の場 の確保

と と も に 地域 にお い て地域包括支援セ ン

タ ーや福祉施設等 の専 門職員 が有す る知識

や 当該 地域 の取組 み に 関す る 情 報 が得 ら

れ, 必要 な サー ビス につ な が る体制 の構 築

が求 め られ て い ま す 。

口 地 域 活 動 の拠 点 と な り , 地 域 住 民 が

気軽 に集 え る場 の確保

口 各 施 設 の機 能 や 役 割 の相 互 理 解 ,

補完 関係 の構築

口 福祉施設等 の専 門職員 の地域活動へ の

参加

策定委員会 ・ 地域懇談会で の意見等

【推進の方 向性】

町会館 を は じ め, 保 育所 , 児童館 ,

特別 養 護 老 人 ホ ー ム等 の社 会 福 祉 施 設

な ど の社 会 資源 を 活 用 し , 身 近 な 地域

で の相 談 や 福 祉 サ ー ビ ス に つ な げ る 体

制 の構 築 と 地 域 に お け る 活 動 の拠 点 の

拡 充 な ど , ソ フ ト ・ ハ ー ド 両 面 に わ た

る活動 の促進 に努 めて い き ます。

■

■

■

■

地域にお けるマ ンパ ワーの掘 り起 こ し

既 存 の資源 を 活 用 し た , 地 域 住 民

の活動 の場 の確保

施設職員が持つ専門的知識 の共有化

地域包括支援セ ン タ ー の機能の拡充

保 育 園 は地域 の な か で ー つ の拠 点 に な っ て いか な けれ ば な ら な い と い う 流れ に

な っ て き て い る 。

地域包括支援セ ン タ ー の よ う な地域 に お ける子育て の拠 点が あれ ば良い。

地域 に あ らゆ る 人が集 まれ る 場所が欲 し い。

若 い 人 も お 年寄 り も , 引 き こ も り の傾 向が 出て い る の で , そ う い う 方 々が気軽 に

集 ま れ る よ う な場所 を 多 く つ く っ て ほ し い。
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し , 地域 の な か で 共 に 支 え 合 う 体 制 を 構 築 す る こ と で す が , そ の実 現 の た め に は , 身近

る こ と が 重 要 で あ り , ま た , 住 民 と 地 域 に お い て 活 動 し て い る 人 と の 交 流 な ど が 求 め ら

祉施設 な どの職 員が有す る 専 門的な 知識 を 生かす 取組み を 促進 し ま す 。

が で きる こと

● 地 域 の福 祉 に 関心 を 持 ち , 自分 の知識 や 経 験 を 生 か し つ つ , で き る こ と か ら

活 動 に参加 し て い く 。

● ボ ラ ン テ ィ ア 活動等 の場 と し て , 空 き 店舗 な どの活用方法 を 検討 す る。

が で きる こと

●

●

●

●

●

身近 な地域 で 見守 りや相談 な どの支援 に携 わ る こ と がで き る環境 をつ く る。

町会館や集会所 な どを 高齢者や 障がい者 , 児童 と の交流 の場 と し て活用す る。

関係 団体 同士 の連携 , ネ ッ ト ワー ク づ く り を進 め, 機 能や役割 の補完 関係 の構築

な ど, 地域資源 と し て の強化 を 図 る。

が で きる こと

身近 な地域 で相談 を受 け られ る体制 を整備す る。

事業者や関係団体に対 し, 空き家や空き店舗な どの社会資源の活用を働 きかける。
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-6 意 識 の 醸 成

地域 の課題 につ いて公 的な福祉サー ビス だ け

た めに は, そ の意 義 を市 民 自らが理解 し , 責任

は担 い手 に な る こ と も で き る こ と か ら , こ う し

【現状 と 課題 】

地域福祉 を 推進 す る た めに は, 市民 自ら

が福祉 サー ビ ス の担 い 手 で あ る こ と を 自覚

し , さ ま ざ ま な 活 動 へ の参加 な ど を 通 じ て

自己研 さ ん に励 む と と も に 地域福祉 の意

義や地域 の特性 を 知 る学習 の機 会 を持つ こ

と が必 要 で す 。

ま た , 福祉 サー ビス を利 用す る 人 と 提供

す る 人 が 対 等 な 立 場 に あ る と い う 意 識

を共有す る こ と が求 め られ て い ます。

口

口

口

口

地域 で 支 え合 う 意識 の低 下

福 祉 サ ー ビ ス 利 用 者 の尊 厳 の 重 視 と

権利 の擁護 に関す る意識 の啓発

福祉 サー ビス に 関す る知識 の習得

ボ ラ ン テ ィ ア 意識 の醸成

策定委員会 ・ 地域懇談会 で の意見等

【推進 の方 向性 】

地域福祉 を推進 す る た めに は, 地域 で

生 活 す る す べ て の人 が お 互 い に理解 し

合 い , 思 い や る こ と が 必 要 で あ る こ と

か ら , こ う し た 意 識 の さ ら な る 普 及 ・

啓発 に努 めま す。

■ 地域 住 民 が 主体 と な っ て 活 動 す る

と い う意識 の醸成

■ 地域活動 に係 る相談体制 の充実

■ ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 理 念 の普 及

・ 啓発

■ 地 域 活 動 に 関す る研 修 等 へ の参加

の促 進

行政 に負担 を 与 え な い よ う にす る た め, 今後 は高齢者 同士 で 支 え合 う こ と も 必要

と な る ので , 住 民の意識 を高め る こ と が大切 で あ る 。

P T A , 町会の行事 で共通 し て い る悩み は, 子 ど も は参加す る が, 親 は参加 し な い

こ と で あ る 。

地域 の な か で 自分 達 を 見守 る 立場 の人達 が い る こ と を 子 ど も に教 え な けれ ばな ら

な い 。 ま た , 大 人 は 自分 の子 ど も だ けで な < 地域 の一 員 と し て 地域 の子 ど も を守

る意識 を持 っ て ほ し い。

子 ど も 達 には障が い者 な どに対す る 思 いや りの心 を育む教育が必要で あ る 。

若 い人達 を 対象 に, も っ と 福祉 に興味 を持 っ て も ら え る 行事 を行 う こ と が大事 で

あ る 。

福 祉 は受 け る も の で , 自分 か ら 行 動す る も の で は な い と い う 意 識 が 一般 的 で あ る

た め , サー ビス を 受 けた 人が他 の人 を 助 け る こ と も あ る と い う 意 識 を 持 た な けれ

ばな らず, そのた めに地域福祉計画がある と 思 う 。
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で は十分に対応す る こ と がで き な く な っ て き て いる状況 を踏ま え , 地域福祉 を推進す る

と 自覚 を持 っ て参加 し て い く こ と が重要 で あ り , 福祉サー ビス の受 け手が場合 に よ っ て

た意識の醸成に取 り組みます。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

がで きること

福祉 を特定の人だけのもので はな く , 自分 もいつかは関わる問題 と して と らえる。

地域の福祉 に関心 を持 ち , 自分の知識や経験 を生か しつつ , で き る こ と か ら

活動に参加 してい く 。

普段から何で も話 し合える仲聞や友達をつ く り交流を深める。

自らの生きがいづ く り と して地域活動に参加 してみる。

各種の交流会や学習会に積極的に参加 し , 知識の習得に努める。

地域での子育てやボラ ンテ ィ アグループの活動な どについて関心を持つ。

がで きること

地域のなかで活動す る場合に, 福祉的な視点からの取組みを考えてみる。

地域活動において協力や分担ので き る こ と を話 し合 う。

町会館や集会所な どで, 高齢者や障がい者, 児童 との交流を推進する。

ボラ ンテ ィ アな どの地域活動が体験で き る機会をつ く る。

ができること

学校における福祉教育の充実を図る。

出前講座や地域懇談会の開催等を通 じて , 地域福祉の意識の醸成を図る。

地域で研修会や交流会を開催 し, 地域で支え合 う意識の醸成を図る。

地域活動への参加 を通 じた生きがいづ く りを進める。

活動団体同士の交流の機会を設け, 活動の輪を広げる。
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「 I V 計 画 の 基 本 的 方 策 と 具 体 的 な 事 例 」 で は , 地 域 に お け る 現 状 , 課 題 等

を 踏 ま え , こ れ か ら の福祉 が ど う あ る べ き か, 地域 で 助 け合 い 支 え合 う 仕組 み

を つ く る た め に は何 が 必 要 か , 住 民 ・ 地 域 ・ 行 政 の そ れ ぞ れ の 立 場 に お い て ,

協 力 す べ き こ と , 自主 的 に 取 り 組 む べ き こ と な ど , 「役 割 分 担 」 を 主 眼 に ,

全 市 的 な 視 点 で 地 域 福 祉 を 推 進 す る た め の 方 向性 を 示 し て き ま し た 。

地域福祉 の実践 に あ た っ て は, 地域 に よ っ て 異 な る そ れ ぞれ の実情 を 踏 ま え

な が ら , 地 域 住 民 が 自主 的 に 検 討 し , 実 際 の 活 動 に 結 び っ け て い く こ と が 望 ま

れ ま す 。

こ の 章 で は , 地 域 の特 徴 や 生 活 課 題 等 を 踏 ま え な が ら , そ れ ぞ れ の 地 区 に

お け る 具 体 的 な 取 組 み の 方 向 を 示 し て い ま す が , こ れ ら は 一 つ の 事 例 で あ り ,

参 考 に す ぎ な い も の で す 。

地 域 の そ う し た 取 組 み の 一 つ ひ と つ の 積 み 重 ね が , 地 域 福 祉 を 進 め る 大 き な

原 動 力 と な り ま す 。

1 地 区 の 区 分

本 市 は , 函館 山 を か な め と し て 扇 形 状 に 広 が っ て い る 地 形 的 特 徴 か ら , 人 口

は , 函館 発 祥 の 地 と い え る 函館 山 山麓 の西 部 地 区 か ら 中央 部 , さ ら に , 東 央 部 ,

北 東 部 , 北 部 へ と 移 動 し , こ れ に 伴 い , 都 市 機 能 の集 積 も 移 動 し な が ら 市 街 地

が形 成 さ れ て き た 経 過 が あ り ま す 。

ま た , 平 成 16 年 ↓2 月 且

1 村 と の 合 併 に よ り 渡 島 半 島 の 南 東 部 が新 た に 市 域 に加 わ り , 行 政 区域 が 拡 大

し て い ま す 。

函 館 市 総 合 計 画 に お い て は , 市 街 地 形 成 の歴 史 的 経 過 , 地 形 ・ 地 理 的 条 件 ,

上 地 利 用 の状 況 , 都 市機 能 の集 積 状 況 な ど を 考 慮 し て , 西 部 ・ 中央 部 ・ 東 央 部

・ 北 東 部 ・ 北 部 ・ 東 部 の 6 地 区 に 区分 し て お り , 各 福 祉 計 画 に お い て も , 人 口

動 態 や 社 会 資 源 に な り 得 る 福 祉 施 設 等 の 整 備 数 な ど に 違 い が あ る こ と か ら ,

こ の地 区 区分 に 準 じ て 施 策 の展 開 を 図 っ て い ま す 。

こ の よ う な こ と か ら , 地 域 福 祉 計 画 に お い て も , こ の 6 地 区 に 区分 し 取 組 み

を 進 め る こ と と し ま す 。
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< 地 区区分 図 >

地 区区分 町                   名

西部地 区 人舟町, 船見町, 弥生町, 弁天町, 大町, 末広町, 元町, 青柳町, 谷地頭町, 住吉町,

宝来町, 東川町, 豊川町, 大手町, 栄町, 旭町, 東雲町, 大森町, 松風町, 若松町

中央部地区 千歳町, 新川町, 上新川町, 海岸町, 大縄町, 松川町, 万代町, 亀 田町, 大川町, 田家町,

白鳥町, 八幡町, 宮前町, 中島町, 千代台町, 堀川町, 高盛町, 宇賀浦町, 日乃出町, 的場町,

時任町, 杉並町, 本町, 梁川町, 五稜郭町, 柳町, 松 陰町, 人見町, 金堀町, 乃木町, 柏木町

東央部地区 川原町, 深堀町, 駒場町, 広野町, 湯浜町, 湯川町1丁 目, 湯川町2丁 目, 湯川町3丁 目,

戸倉町, 榎本町, 花園町, 日吉町1丁 目, 日吉町2丁 目, 日吉町3丁 目, 日吉町4丁 目, 上野町,

高丘町, 滝沢町, 見晴町, 鈴蘭丘町, 上湯川町, 銅山町, 旭岡町, 西旭岡町1丁 目,

西旭岡町2丁 目, 西旭岡町3丁 目, 鱒川町, 寅沢町, 三森町, 紅葉山町, 庵原町, 亀尾町,

米原町, 東畑町, 鉄山町, 蛾眉野町, 根崎町, 高松町, 志海苔町, 瀬戸川町, 赤坂町, 銭亀町,

中野町, 新湊町, 石倉町, 古川町, 豊原町, 石綺町, 鶴野町, 白石町

北東部地区 富岡町1丁 目, 富岡町2丁 目, 富岡町3丁 目, 中道1丁 目, 中道2丁 目, 山の手1丁 目,

山の手2丁 目, 山の手3丁 目, 本通1丁 目, 本通2丁 目, 本通3丁 目, 本通4丁 目, 鍛治1丁 目,

鍛治2丁 目, 陣川町, 陣川1丁 目, 陣川2丁 目, 神山町, 神山I T 目, 神山2丁 目, 神山3丁 目,

東山町, 東山1丁 目, 東山2丁 目, 東山3丁 目, 美原I T 目, 美原2丁 目, 美原3丁 目, 美原4丁 目,

美原5丁 目, 赤川町, 赤川1丁 目, 亀田中野町, 北美原 1丁 目, 北美原2丁 目, 北美原3丁 目,

水元町, 亀田大森町, 石川町, 昭和1丁 目, 昭和2丁 目, 昭和3丁 目, 昭和4丁 目, 亀田本町

北部地 区 浅野町, 吉川町, 北浜町, 港町1丁 目, 港町2丁 目, 港町3丁 目, 追分町, 桔梗町, 桔梗 1丁 目,

桔梗2丁 目, 桔梗3丁 目, 桔梗4丁 目, 桔使5丁 目, 西桔使町, 昭和町, 亀 田港 町

東部地区 戸井地 区 小安町, 小安山町, 釜谷町, 汐首町, 瀬 田来町, 弁才町, 泊町, 館町, 浜町,

新二見町, 原木町, 丸山町

恵 山地 区 日浦町, 吉畑町, 豊浦町, 大澗町, 中浜町, 女那川町, 川上町, 日和 山町,

高岱町, 日ノ 浜町, 古武井町, 恵山町, 柏野町, 御崎町

椴法華地 区 恵山岬町, 元村町, 富浦町, 島泊町, 新恵山町, 絵紙 山町, 新八幡町, 新浜町,

銚子町

南茅部地 区 古部町, 木直町, 尾札部 町, 川汲町, 安 浦町, 臼尻 町, 豊 崎町, 大船 町,

双見町, 岩戸町
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< 6 地 区別 の 人 口>

(単位 : 人, % )

区 分
平成16年 平成17年 平成 18年 平成19年 平成20年

人 □ 割 合 人 □ 割合 人 □ 割合 人 □ 割合 人 □ 割合

西 部 24 , 976 8 . 4 24, 746 8 . 3 24 , 46 5 8. 3 24, 0 14 8 . 3 23, 557 8 . 2

年少人 目 2 , 18 8 8 . 8 2 , 17 7 8 . 8 2 , 14 7 8 . 8 2 , 1 18 8 . 8 2 , 0 9 6 8 . 9

生産年齢人口 15 , 2 5 6 6 1 . 1 14 , 9 5 1 60 . 4 14 , 6 13 5 9 . 7 14 , 0 8 8 5 8 . 7 13 , 60 0 5 7 . 7

老年人 □ 7 , 53 2 30 . 2 7 , 6 18 3 0 . 8 7 , 7 0 5 3 1 . 5 7 , 8 0 8 3 2 . 5 7 , 8 6 1 3 3 . 4

中央部 60, 13 1 20. 1 59, 4 22 20. 0 58 , 848 20. 0 57 , 82 1 19. 9 56, 794 19. 7

年少人 口 6 , 3 2 5 10 . 5 6 , 0 8 7 10 . 2 5 , 9 2 9 10 . 1 5 , 79 1 10 . 0 5 , 5 99 9 . 9

生産年齢人 目 3 8 , 4 10 6 3 . 9 3 7 , 8 89 63 . 8 3 7 , 2 94 6 3 . 4 3 6 , 2 16 6 2 . 6 3 5 , 24 1 62 . 1

老年人 口 15 , 3 9 6 2 5 . 6 15 , 4 4 6 2 6 . 0 15 , 6 2 5 2 6 . 6 15 , 8 14 2 7 . 3 15 , 9 5 4 2 8 . 1

東央部 65, 4 19 2 1. 9 64 , 968 2 1. 9 64 , 485 2 1. 9 63, 676 2 1. 9 62, 920 2 1. 9

年少人 口 7 , 78 8 1 1 . 9 7 , 5 5 2 1 1 . 6 7 , 3 3 1 1 1 . 4 7 , 126 1 1 . 2 6 , 84 9 10 . 9

生産年齢人口 4 2 , 28 3 6 4 . 6 4 1 , 7 90 6 4 . 3 4 1 , 10 3 6 3 . 7 4 0 , 0 4 8 6 2 . 9 39 , 17 1 6 2 . 3

老年人 口 15 , 3 4 8 2 3 . 5 15 , 6 2 6 2 4 . 1 16 , 0 5 1 2 4 . 9 16 , 5 0 2 2 5 . 9 16 , 9 0 0 2 6 . 9

北東部 104 , 967 35. 1 104, 4 12 35. 2 104 , 0 10 35. 3 102, 824 35. 4 10 1, 84 5 35. 4

年少人 口 14 , 0 3 9 13 . 4 13 , 6 5 7 13 . 1 13 , 3 0 4 12 . 8 12 , 9 8 8 12 . 6 12 , 5 9 7 12 . 4

生産年齢人口 7 1 , 5 0 3 6 8 . 1 7 0 , 6 7 7 6 7 . 7 6 9 , 7 8 9 6 7 . 1 6 8 , 2 3 4 6 6 . 4 6 7 , 0 0 5 6 5 . 8

老年人 口 19 , 4 2 5 18 . 5 20 , 0 78 19 . 2 20 , 9 17 20 . 1 2 1 , 60 2 2 1. 0 2 2 , 24 3 2 1 . 8

北 部 25, 840 8. 7 26, 063 8. 8 26, 386 9. 0 26, 457 9 . 1 26, 9 16 9. 4

年少人 口 3 , 53 1 13 . 7 3 , 5 89 13 . 8 3 , 6 5 7 13 . 9 3 , 684 13 . 9 3 , 7 9 1 14 . 1

生産年諒人 口 17 , 674 6 8 . 4 17 , 6 6 5 6 7 . 8 17 , 7 3 5 6 7 . 2 17 , 59 6 6 6 . 5 17 , 80 6 66 . 2

老年人 口 4 , 63 5 17 . 9 4 , 80 9 18 . 5 4 , 9 94 18 . 9 5 , 177 19 . 6 5 , 3 19 19 . 8

東 部 17, 327 5. 8 16, 936 5. 7 16, 500 5. 6 16, 08 1 5. 5 15, 659 5. 4

年少人 口 2 , 0 2 9 1 1 . 7 I , 9 29 1 1 . 4 1 , 8 30 1 1 . 1 1 , 7 1 1 10 . 6 I , 5 9 1 10 . 2

生産年齢人 □ 10 , 4 5 0 60 . 3 10 , 12 7 59 . 8 9 , 724 58 . 9 9 , 3 6 5 5 8 . 2 9 , 0 28 57 . 7

老年人 口 4 , 8 4 8 2 8 . 0 4 , 8 8 0 2 8 . 8 4 , 9 4 6 3 0 . 0 5 , 0 0 5 3 1 . 1 5 , 0 4 0 3 2 . 2

総人□ 298, 660 100. 0 296, 547 100 . 0 294 , 694 100. 0 290, 873 100. 0 287, 69 1 100. 0

年少人 口 3 5 , 9 0 0 12 . 0 3 4 , 9 9 1 1 1 . 8 3 4 , 19 8 1 1 . 6 3 3 , 4 18 1 1 . 5 3 2 , 5 2 3 1 1 . 3

生産年齢人□ 19 5 , 5 7 6 6 5 . 5 19 3 , 0 9 9 6 5 . 1 19 0 , 2 5 8 6 4 . 6 18 5 , 54 7 6 3 . 8 18 1 , 8 5 1 6 3 . 2

老年人 口 6 7 , 184 2 2 . 5 68 , 4 5 7 23 . 1 70 , 2 3 8 2 3 . 8 7 1, 90 8 2 4 . 7 73 , 3 17 2 5 . 5

※ 1 各年の人 口は 3 月末現在の住民基本台帳 に よ る も ので あ り, 平成 16 年の東部の人 口は合併以前の

各町村の合算で あ る。

※ 2 年少人 口は O歳~ 14 歳, 生産年齢人 口は 15 歳~ 64 歳, 老年人 口は 65 歳以上の人 口で あ る。

※ 3 各地区にお け る人 口区分の割合 は, 地区の総人 口に対す る割合で あ り, 各地区の総人 口の割合 は,

市総人 口に対 す る割合 で あ る。
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< 人 口動 態 の 特 徴 >

平 成 16年 か ら 平 成 20年 の 5 か年 の 人 口動 態 を 見 る と , 少 子 高齢 化 の影 響 か ら ,

総 人 口は298 , 660人 か ら 287 , 69 1人 と 年 々減 少 傾 向 に あ り , 地 区別 で は , 近 年 ,

開 発 が 進 ん で い る 北 部 地 区 で 人 口の 増 加 が 見 ら れ る も の の , 他 の 5 地 区 で は

減 少 す る 傾 向 が 見 ら れ ま す 。

ま た , 各 地 区 の 年 齢 区 分 の 構 成 比 を 見 る と , 各 地 区 と も 年 少 人 口の 割 合 が

減 少 す る 傾 向 に あ る の に 対 し , 老 年 人 口の割 合 が 増 加 す る 傾 向 に あ り , 地 区別

で は , 中 央 部 地 区 の 高 齢 化 率 の 伸 び が 緩 や か な の に 対 し , 東 央 部 地 区 , 北 東 部

地 区 , 東 部 地 区 の 高 齢 化 率 の 伸 び が 犬 き い も の と な っ て い ま す 。

【年 齢 別 人 口の 推 移 ( 全 市 ) 】

(人 )

3 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

10 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

0

平成 16年 平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成20年
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【 6 地 区別 人 口の 推 移 】

( 人 )

3 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

0

平成 16年 平成 17年 平成18年 平成19年 平成20年

2 地 区 に お け る 課 題 等

市 内 6 地 区 で 開催 し た 地 域 懇 談 会 で は , 地 域 で 知 恵 を 出 し 合 い な が ら , こ れ

か ら の福 祉 が ど う あ る べ き か , 同 じ 地 域 に 暮 ら す 仲 間 と し て , 助 け 合 い 支 え

合 う 仕 組 み を つ く る た め に は何 が 必 要 で あ る か な ど の 意 見 交 換 を 行 い , さ ら に

は, 本 計 画 の策 定 に あ た り 設 置 し た , 福祉 関係 団体 や 学識 経 験者 , 公 募 の市 民

等 で 構 成 さ れ る 「函館 市地域 福祉 計 画 策 定委員 会 」 で は, 地 域 懇 談 会 で 出 さ れ

た 意 見等 を も と に , 計 画 に盛 り 込 む べ き 視 点や 方 策 等 に つ い て , 協議 を 進 め て

き ま し た 。

各地 区そ れ ぞ れ の地域 特性 や生活課 題 な ど を 踏 ま え た , 地域福祉 の取組 み の

方 向 に つ い て は次 の と お り で す が , こ れ ら は地 域 懇 談 会 で の 意 見 を 集 約 し た

も の で す 。

地 域 福 祉 を 進 め る た め に 必 要 な こ と に つ い て , さ ま ざ ま な 立 場 か ら の 意 見 で

共 通 し て い た の は, 「地域 福 祉 の第 一 歩 は, ま ず , 隣近所 を 知 る こ と , 地域 は

隣 同 士 か ら 始 ま る 」 と い う こ と で し た 。

こ の こ と が示 し て い る よ う に , 地 域 福 祉 は , ま ず 実 際 に 行 動 し て み る こ と が

大 切 で あ り , 助 け合 い 支 え 合 う 人 間 関係 の構 築 も , 最 終 的 に は地 域 住 民 一 人

ひ と り の行 動 の積 み重 ね に よ っ て , は じ めて 実現 で き る も ので す 。
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田 西 部 地 区

【年 齢 別 人 口の 推 移 】

2 7 ,5 0 0

2 5 ,0 0 0

2 2 ,5 0 0

2 0 ,0 0 0

1 7 .5 0 0

1 5 ,0 0 0

1 2 ,5 0 0

1 0 ,0 0 0

7 ,5 0 0

5 ,0 0 0

2 ,5 0 0

0

( 人 )

24 , 9 7 6  
24 , 74 C 24 , 4 6 5  

2 4 , 0 14  M R R 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

・ ‥ j

\「
ヘ 311

ヘ

;
6 1 . 1%

犬

M

i 1
6 0 .4 % 5 9 .7 %

m

5 8 .7 %

I 老 年 人 口

口生産 年齢 人 口

口年少 人 口

5 7 .7 %

8 .8 % 8 .8 % 8 .8 % 8 .8 % 8 .9 %

平成 16年 平成17年 平成 18年 平成19年 平成20年

【現 況 ・ 課 題 】

昔 な が ら の 隣 近 所 の つ き あ い が 存 続 し て お り , コ ミ ュ ニ テ イ が 比 較 的 安 定

し て い る 反 面 , 働 き 盛 り で あ る 生 産 年 齢 人 口が減 少 す る と と も に 高 齢 化 が進 ん

で い る こ と か ら , 地 域 福 祉 の 取 組 み に 関 し て は , 若 い 世 代 や 次 代 の活 動 の担 い

手 の育成 ・ 確 保 が課題 と な っ て い る 。

【地 区 に お け る 取 組 み の 方 向 】

口 子育て支援 な どに対す る活動へ の志 向が強 く , 地域 と 学校 と の交流 も 見 ら

れ る こ と か ら , 学校 活動 と 町会活動 の連携 を さ ら に深 め る ほか, 高齢者 の

知恵や経験 を 生か し な が ら, 子 ど も に昔 の遊び を教 え る教室 を 開催す る な ど

高齢者 が多い こ と を メ リ ッ ト とす る活動 を進 める。

口 西部地区 と い う地域の特殊 陸を活用 し, 多様な観光資源やイ ベ ン ト を媒体

と し た , 世代 間交流や 市 内他 地域 と の交流 を 進 め る こ と に よ り , コ ミ ュ ニ

テ イ活動 の活性 化 が期待 で き る。
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(2) 中 央 部 地 区

【年 齢 別 人 口の 推 移 】

6 5 ,0 0 0

60 ,0 0 0

55 ,0 0 0

50 ,0 0 0

4 5 ,0 0 0

4 0 ,0 0 0

3 5 ,0 0 0

30 ,0 0 0

2 5 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

15 ,0 0 0

10 ,0 0 0

5 ,0 0 0

0

(人 )

平成16年 平成 17年 平成18年 平成19年 平成20年

【現 況 ・ 課 題 】

高 齢 化 が進 む 一 方 で , 生 産 年 齢 人 口 も 減 少 し , 総 人 口 も 減 少 傾 向 に あ る た め,

活 動 の担 い 手 と な る 人 的 資 源 自体 が 不 足 し て お り , コ ミ ュ ニ テ イ の維 持 が難 し

い 現 状 と な っ て い る 反 面 , 民 生 委 員 な ど へ の相 談 が他 の 地 区 よ り も 多 い 状 況 に

あ り , 地域 に お け る 解 決 の仕 組 み を よ り 活性 化 さ せ る た め, 関係 団体 と の連携

が 必 要 と な っ て い る 。

【地 区 に お け る 取 組 み の 方 向 】

口 公 共交通機 関 に恵 ま れ て い る と い う 地域 の利 便性 を 活用 し , 地域 内で の

コ ミ ュ ニ テ イ に 限 らず , 他 の地 区 と の交流 を行 う こ と で , 不足 し て い る マ ン

パ ワー を補 う方策 を 立て る。

口 町会館 を は じ め とす る , 地域 の社会資源 の整備 が他 の地 区よ り進 んで い る

こ と か ら, こ れ ら を活用 し た地域 間交流 を進 める ほか, 地域包括支援 セ ン タ

ー等 を 活 用 し , 福祉 サー ビ ス 関連事 業者 や他 の地 区の活 動 団体 と の連 携 を

進 める こ と に よ り, 活動 の担 い手 を補 う効果 が期待 で き る。
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(3) 東 央 部 地 区

【年 齢 別 人 口の 推 移 】

70 ,0 0 0

6 5 ,0 0 0

60 ,0 0 0

5 5 ,0 0 0

50 ,0 0 0

4 5 ,0 0 0

40 ,0 0 0

3 5 ,0 0 0

30 ,0 0 0

2 5 ,0 0 0

20 ,0 0 0

15 ,0 0 0

10 ,0 0 0

5 ,0 0 0

0
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j
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6 4 . 3% 6 3 .7 %
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口 年少 人 口

62 .3 %

1 1 .9 % | | . 6% 1 1.4 % 1 1 .2 % 10 .9 %

平成 16年 平成17年 平成 18年 平成19年 平成20年

【現 況 ・ 課 題 】

高 齢 化 が進 ん で い る の に 対 し , 総 人 口は微 減 に と ど ま り , 一 方 で 年 少 人 口の

割 合 が 中央 部 地 区や 西 部 地 区 と 比 較 し 高 い 状 況 に あ る が , 近 隣 と の 関係 で は ,

困 り 事 を 相 談 し 合 い 家 族 同様 の つ き あ い を し て い る な ど , 目常 生 活 に お け る

協 力 体 制 が構 築 さ れ て お り , ま た , 介 護 の 問題 へ の 関心 も 高 い こ と か ら , 活 動

の 活 性 化 に 向 け た 交 流 の場 の確 保 が課 題 と な っ て い る 。

【地 区 に お け る 取 組 み の 方 向 】

口 地域の小学校と老人クラブの交流が行われているが, 次代の担い手を育てることで,

将来性のあるコ ミュニテイの構築が期待で きるため, 高齢者と児童との世代間交流を

活発 に し , 子 ど も の親や若 い世代 も 巻 き 込 んだ活動 に発展 させ る。

口 助 け合 い の精神 が一定程度醸成 さ れ て い る た め, 近 隣 と の よ り 良い 関係 の

維持 ・ 発展 に視 点 を お い た取組 み を進 める こ と で , 地域 で支 え合 う 関係 づ く

り が期待 で き る。

口 区 の 面積 が広 犬 で あ る た め, 活 動 拠 点 の確 保 が難 し い 地 域 も あ る が ,

整備 が進 んで い る特別養護 老人 ホ ー ムや地域包括支援セ ン タ ー, 児童館 な ど

の社会資源 を活用 し , 交流 の場 の確保 を 図 る。
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(4) 北 東 部 地 区

【年 齢 別 人 口の 推 移 】

12 0 ,0 0 0

10 5 ,0 0 0

9 0 ,0 0 0

7 5 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

4 5 ,0 0 0

3 0 ,0 0 0

1 5 ,0 0 0

0

平成16年 平成 17年 平成18年 平成 19年 平成20年

【現 況 ・ 課 題 】

さ ま ざ ま な 役 割 を 担 い 地 域 福 祉 推 進 の 核 と な っ て い る 町 会 の 組 織 率 が 低 下

し て い る ほ か , 近 隣 と の 関係 で は , 挨 拶 を す る 程 度 の つ き あ い で あ る な ど ,

近 所 と の 関係 が希 薄 に な っ て い る 状 況 も 見 ら れ る 。

な お , 子 ど も が 多 く , 働 き 盛 り の世 代 が 多 い と い う 地 域 特 性 か ら , 子 育 て や

健 康 づ く り に 関 す る 活 動 へ の 参 加 意 欲 が 高 い 傾 向 に あ る が , 若 い 世 代 の 地 域

活 動 へ の 参 加 が 課 題 と な っ て い る 。

【地 区 に お け る 取 組 み の 方 向 】

口 地域 の社 会 資源 が他 の地 区 よ り も 充実 し て い る た め, 施設 を 媒体 に し た

若 い 世 代 と 高齢 者 と の交流 を 活 発 にす る こ と で , 子 ど も や親 を 巻 き 込 ん だ

取組み に広 げ, 地域 にお け る交流 の底辺拡大 を 図 る。

口 町会活動 と 地域活動 の連携 を進 めな が ら, 情報 の共有化 を 図 り, 地域 の枠

を超 えた サー ビス提供 につ な げ る こ と で , 不足 し が ち な マ ンパ ワー の確保 が

期待 で き る。

口 家事や仕事な どで忙 しい若い世代や働 き盛 りの世代が, あま り負担 を感 じ

ず に気軽に参加で き る, 多様で魅力あ る活動 メ ニ ュ ー の提供 を 図る。
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(5) 北 部 地 区

【年 齢 別 人 口の 推 移 】

30 ,00 0

2 7 ,5 0 0

2 5 ,0 0 0

2 2 ,5 0 0

2 0 ,0 0 0

17 ,5 0 0

15 ,0 0 0

12 ,5 0 0

10 ,0 0 0

7 ,5 0 0

5 ,0 0 0

2 ,5 0 0

0

(人)

平成16年 平成 17年 平成18年 平成19年 平成20年

【現 況 ・ 課 題 】

総 人 口が増 加 傾 向 に あ る た め , コ ミ ュ ニ テ イ も 成 長 過 程 に あ る が , 生 産 年 齢

人 口の 割 合 が 市 内 で 最 も 高 く , 仕 事 等 で 目中 , 地 域 を 離 れ る 人 が 多 い こ と や

住 宅 開 発 な ど に よ り 人 口流 入 も 激 し い こ と か ら , 近 隣 関係 を 主 体 に し た 支 え

合 う 関係 づ く り や 働 き 盛 り の 世 代 の地 域 活 動 へ の参 加 が課 題 と な っ て い る 。

【地 区 に お け る 取 組 み の 方 向 】

口 家族介護 に携 わ る人へ の支援 につ い て の意欲 が高い が, 家族 間や 同世代 に

と どま っ て い る交流 を 世代 間へ と拡大 し て い く た め, 子 ど も が多い と い う

地域杵 比を生 か し , 学校行事 と 地域 の行事 と の連携 を進 める。

口 子 ど も の 自発 的な取組みが見 られ る地域 で あ り, こ れ らの活動 を地域福祉

の活動へ と つ な げる こ と で , 若 い世代 の意識 の醸成 が期待 で き る。

口 活動団体 同士の懇 談会や異業種 間の交流, 他 の地 区 と の情報交換 を通 じ ,

魅力あ る行事や多様 な活動 を展開す る と と も に 活動団体の連携 ・ 役割分担

を 図 る 。
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(6) 東 部 地 区

【年 齢 別 人 口の 推 移 】

20 ,00 0

17 ,50 0

15 ,0 0 0

12 ,50 0

10 ,0 0 0

7 ,50 0

5 ,0 0 0

2 ,50 0

0

平成 16年 平成17年 平成18年 平成 19年 平成20年

【現 況 ・ 課 題 】

昔 な が ら の 隣 近 所 の つ き あ い が 存 続 し て お り , コ ミ ュ ニ テ イ が 比 較 的 安 定

し て い る 反 面 , 総 人 口が 減 少 し , 老 年 人 口の 増 加 率 が 市 内 で 最 も 高 く な っ て

お り , ま た , 漁 業 な ど の 自営 業 を 営 む 世 帯 が多 く , 高齢 に な っ て も 働 き 続 け る

人 が多 い こ と か ら , 地域 活 動 の担 い 手不足 が課題 と な っ て い る 。

【地 区 に お け る 取 組 み の 方 向】

口 助 け合 い の精神 が一定程度醸成 さ れ て い る た め, 隣近所 のつ な が り を生か

し た こ れ ま で の地域活動 の維持 ・ 発展 に視 点 を置 い た取組 み を進 める こ と で

地域 で支 え合 う 関係 づ く りが期待 で き る。

口 地域 内で の コ ミ ュ ニ テ イ に限 らず , 他 の地 区 と の交流 ・ 情報交換 を通 じ ,

不足 し て い る活動 の担い手 を補 う方策 を 立て る。
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VI 地 域 福 祉 計 画 を 推 進 す る た め の 施 策

地 域 福祉 を よ り 一 層 推 進 す る た め に , 次 の 3 つ の施 策 を 展 開す る こ と と し ま す 。

1 適 切 な 圏 域 の 設 定

( 1) 施 策 の必 要 性

地 域 福 祉 の 活 動 で は , 地 域 に 生 活 す る 住 民 に し か 見 え な い 生 活 課 題 や 身

近 で な け れ ば 早 期 発 見 し に く い 課 題 に 取 り 組 む こ と に な る た め , 自ず と そ

の よ う な 課 題 が 見 え る よ う な , 小 さ な 圏 域 を 単 位 と し て 行 わ れ る こ と に な

り ま す 。

一 方 現 状 で は , 団 体 の 活 動 内 容 に よ り 圏 域 が 重 層 的 に 設 定 さ れ て お り ,

そ れ ぞ れ の 圏 域 に お い て 個 別 に 活 動 が 展 開 さ れ て い ま す が , よ り 効 率 的 な

取 組 み を 進 め る た め , 取 組 み に 応 じ た 圏 域 や ネ ッ ト ワ ー ク づ く り が 求 め ら

れ ま す 。

(2) 施 策 の進 め方

既 存 の 重 層 的 な 圏 域 を 生 か し な が ら , 取 組 み の 内 容 や 活 動 範 囲 に 応 じ た

適 切 な 圏域 を 設 定 し ま す 。

【策 定 委 員会 で の意 見 】

地 域 活 動 の 圏 域 を 考 え る 必 要 が あ る の で は な い か。 圏 域 はサ ー ビ ス 提 供 者 側

で は な く , 生 活 し て い る 方 々 の視 点 に 立 つ こ と が 犬 事 で あ る 。

地 域 活 動 を 行 う に あ た っ て は , 少 し ず つ 大 き な 圏域 を 設 定 し て い き , 圏域 の

規 模 ご と に相 応 の役 割 を 与 え る の が 良 い の で は な い か。

地域 活 動 を す る 場 合 に, 住 ん で い る 立場 で , サー ビ ス が行 き 届 き 人 のふ れ あ い

が生 じ る に は 自ず と 限度 が あ る の で , こ の 大 き さ に応 じ た 体 制 , ネ ッ ト ワー ク

づ く り が 是 非 必 要 と 思 う 。
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2 地 域 福 祉 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 設 置

( 1) 施 策 の必 要 性

地 域 福 祉 の 活 動 で は , 高 齢 化 の 進 行 や 関係 団 体 と の 連 携 が 十 分 に 図 ら れ

て い な い こ と な ど か ら , 活 動 が 思 う よ う に 進 ま な い と い っ た 状 況 や 住 民 で

は対 応 で き な い 事 例 に 直 面 す る こ と も あ り ま す 。

こ の よ う な こ と か ら , 活 動 が 円 滑 に 進 む よ う , 地 域 に お け る ネ ッ ト ワ ー

ク づ く り を は じ め と す る 地 域 の 福 祉 課 題 を 解 決 す る た め の 調 整 役 が 求 め ら

れ ま す 。

(2) 施 策 の進 め方

地 域 福 祉 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の役 割 や 配 置 に つ い て , 地 域 の実 情 を 踏 ま え ,

行 政 の 支 援 の も と に 社 会 福 祉 協 議 会 と 関係 団 体 が連 携 を 図 り な が ら 適 切 な

人 材 を 確 保 し て い き ま す 。

【策 定 委 員会 で の意 見 】

地 域 の 活 動 は , 専 門 的 な 視 点 を 持 っ た 人 が 地 域 に 入 っ て コ ー デ ィ ネ ー ト し ,

促 進 し て い か な けれ ば 函館 市全 体 の地域 福 祉 が根 付 い て い か な い 可能性 が あ る 。

小 さ な 地域 で 活動 し て い る 団体 を発 掘 し て そ の情報 を集約 し , そ れ を つ な げて

い く コ ー デ ィ ネ ー タ ー の役 割 を 誰 が ど の よ う な 形 で 担 っ て い く か と い う こ と を

鮮 明 にす る 必 要 が あ る 。

地域 包 括 支援 セ ン タ ー に地 域 の社 会 資源 を 掘 り 起 こ し て つ な げて い く た め の

組 織 者 (地 域 福 祉 コ ー デ ィ ネ ー タ ー) を 配 置 し て , 地 域 に お け る 公 的 な 団体 か ら

小 さ な 民 間 団体 ま で つ な げ て い く ネ ッ ト ワー ク ・ 組 織 づ く り が で き れ ば, 地 域

福 祉 の拠 点 的 な 役 割 を 果 た し て い け る の で は な い か。

地 域 福 祉 コ ー デ ィ ネ ー タ ー に つ い て は, 社 会 福 祉 協 議 会 が そ の よ う な 人材 を

抱 え , 地 域 に入 り 込 ん で 地域 を 組 織 化 し , 結 果 的 に地 域 福 祉 の推 進 に活 躍 す る

の が本 来 の機 能 だ と 思 う 。

3 モ デ ル 地 区 で の 実 践

圏 域 の設 定 や 地 域 福 祉 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の配 置 に つ い て は , そ の 有 効 性 や 課

題 を 見 い 出す た め に , モ デ ル 地 区 を 定 め て 実 践 し , そ の 結 果 を 検 証 し た う え で

区 域 の 拡 大 に 努 め ま す 。
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地域福祉 を推進 す る た めに は , 地域住 民一人ひ と り が地域福祉 の意義 と 必要

性 を 認 識 し , 共 に 支 え合 う 社 会 の一 員 で あ る こ と を 自覚 し て 行 動す る こ と が

犬切 で す 。

地域福祉 の推 進 に と っ て , あ ら か じ め用 意 さ れ た 答 え は な く , そ の答 え も

一つ で はあ り ませ ん。 地域 の住 民や活動 団体 と行政 が , それ ぞれ の立場 で 知恵

や力 を 出 し合い , 共に手を携 えて , 解決の途 を見い 出 し行動 し て い く こ と が ,

そ の第一歩 で す。

計画 の推進 に あた っ て は , こ の よ う な考 え方 が市民の問で 共有 さ れ , 積極 的

な活動 につ な が る よ う , 地域懇 談会等 さ ま ざま な機 会 を通 じ て 地域福祉 の理念

の普 及 に努 め る と と も に , 計画 の進 捗 状況 につ い て , 広 く 市 民や 関係 団体等 の

参加 ・ 協力の も と に評価 ・ 検証 を し て い き ます。
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計画策定 の経過

年 月 日 事        項

平成20年 2 月26 目

6 月 1 目

9 月 4 目

9 月 30 目

S

10 月 10 目

10月 3 1 目

12月 16 目

平成21年 1 月 8 目

1 月 15 目

1 月 23 目

1 月 23 目

2 月 3 目

2 月 6 目

2 月 10 日

2 月 13 目

3 月 12 目

○函館 市地域福祉計圃の取組状況調査実施

O 「函館市地域福祉計圃策定委員会」 設置

(委員20名, う ち一殷公募委員 2 名)

○第 1 回 計圃策定委員会 開催

・ 地域福祉計圃 につ いて

・ 新計圃策定の進 め方 につ い て

○地域福祉 計圃地域懇 談会 開催 (市 内 6 地 区, 7 か所 にて 開催)

・ 取組状況調査結果報告, 意見交換

○第 2 回 計匯策定委員会開催

・ 地域福祉 の概念 につ い て

・ 地域懇 談会 で の主 な 意見等 につ い て

・ 新計圃 に盛 り込む事項 につ い て

○第 3 回 計團策 定委員会 開催

・ 新計圃の内容 の検討 につ い て

○第 4 回 計圃策 定委員会 開催

・ 新計圃の内容 の検討 につ い て

○第 5 回 計圃策 定委員会 開催

・ 新計圃案 につ い て

○計圃策定委員会か ら市へ検討結果報告書の提 出

○庁 内関係各課へ計圃 (素案) に対す る意見照会

○関係部局長 と の協議

○都市経営会議 に計團 (素案) の報告, 協議

○市議会民生常任委員会 に計圃 (案) の報告

○計圃 (案) に対す るパブ リ ッ ク コ メ ン ト (市民意見募集) の実施
(計匯 (案) の概要 を市政 は こ だ て に掲載, 計圃 (案) を本庁 ・
支所で 配布 し, 市ホー ムペ ー ジ に掲載 ~ 3 月16 目)

○市議会民生常任委員会 で計圃 (案) の協議
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函館 市 地域 福 祉 計 画 策 定 委 員会 設 置 要 綱

(設 置 )

第 1 条 函館 市 地 域 福 祉 計 画 ( 以 下 「地 域 福 祉 計 画 」 と い う 。) の策 定

に あ た り , 市民 の意 見等 を 反 映 さ せ る た め, 函館 市地域福祉 計画策 定

委員 会 (以 下 「策 定委員会 」 と い う。) を設 置す る。

( 目的)

第 2 条 策 定委員 会 は, 誰 も が住 み慣 れ た 地域 にお い て 自立 し た 生活 が

送 ら れ る よ う , 社 会福 祉 を 取 り ま く 様 々 な 環 境 の変 化 に対応 し た 地域

福祉 の推進 を 図 る た め, 福祉 お よ び 教 育等 関係 者 な らび に市民 の参 画

の も と に幅広 い視 点 か ら協議 を 行 う こ と を 目的 と す る。

(所 掌 事 項 )

第 3 条 策 定委員 会 は, 次 に掲 げ る事項 を 所 掌す る。

巾 地域福祉 計画 に係 る調 査研 究 に 関す る こ と 。

(2) 地域福祉 計画 の策 定 に 関す る こ と 。

(3) そ の他 地域 福 祉 計画 に 関 し 必 要 な 事 項

(組 織 )

第 4 条 策 定委員 会 は, 委員 2 0 人以 内 を も っ て 組織 す る。

(委員 )

第 5 条 委員 は, 福祉 お よ び教 育等 の 関係 者 な ら び に学識 経験 を 有す る

者 の う ち か ら , 市長 が指 定 す る 。

2 委員 の う ち 2 人 以 内は, 別 に定 め る と こ ろ に よ り公 募す る。

(任 期 )

第 6 条 委員 の任 期 は, 平成 2 1 年 3 月 3 1 日ま で と す る。

(委 員長 お よ び 副委員長 )

第 7 条 策 定委員 会 に委員長 1 人 お よび 副委員 長 2 人 を 置 く 。

2 委員 長 は, 委 員 の互選 に よ り 定 め る 。

3 副委 員長 は, 委 員長 が指名 す る 者 を も っ て 充 て る。

4 委員 長 は, 会務 を 総理 し , 策 定委員 会 を 代表す る。
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5 副委 員 長 は, 委員 長 を 補 佐 し , 委 員 長 に事 故 が あ る と き は, そ の職

務 を 代理す る。

(会議 )

第 8 条 策 定委員 会 の会議 は, 委員長 が招集 す る。

2 委員 長 は, 策 定委 員 会 の会 議 の議 長 と な る 。

3 策 定委 員会 の会議 は, 委員 の半数 以上 が 出席 し な けれ ば開 く こ と が

で き な い 。

4 委員長 は, 必 要 が あ る と 認 め る と き は, 策 定委員会 の会議 に委員 以

外 の者 の 出席 を 求 め, 意 見等 を 聴 取 す る こ と が で き る 。

5 委 員 長 は, 必 要 が あ る と 認 め る と き は, 一 定 の地 域 を 定 めて , 当該

地域 にお け る福祉 , 教 育 , 住 民組 織 等 の 関係 者 等 と の懇 談会 を行 う こ

と が で き る 。

(庶 務 )

第 9 条 策 定委員 会 の庶 務 は, 福祉 部福祉推進 課 にお い て 処理す る。

(補則 )

第 10条 こ の要綱 に定 め る も のの ほか, 策 定委員 会 の運 営 に 関 し 必 要 な

事 項 は, 委 員 長 が委 員 会 に諮 っ て 定 め る 。

附 則

こ の要 綱 は, 平成 2 0 年 6 月 1 日か ら施 行 す る 。
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函館 市地域福祉計画 策定委 員会委 員名簿

(五十音順, 敬称略) (平成 21年 1月15 日現在)

氏   名 所 属 団 体 等

○ 池 田 悛 司

落 合   保

金 谷   彊

亀 井   隆

木 下 恵 徳

熊 坂 成 剛

後 藤   務

小 林   廣

斉 藤 億 樹

○ 谷 口 利 夫

長 兪 邦 春

永 渾 和 枝

申 村 秀 彰

野 村 悛 幸

松 永 誠 
一

○ 三 浦   稔

三 谷 真 理

安 川   誠

函館 市民生見童委員連合会 老人専 門郎会長

中道第二町会在 宅福祉委員会 委員長

函館 市民生見童委員連合会 家庭児童専門郎会長

函館社会福祉施設連盟 理事

社会福祉法人函館 市社会福祉協議会 理事

函館 市ボ ラ ンテ ィ ア連絡協議会 理事

函館 市民生先童委員連合会 障害者 専 門部会長

湯川 3 丁 目在 宅福祉委員会 委員長

函館 市地域包括支援セ ン ク ー連絡協議会 幹事長

社会福祉 法人函館 市社会福祉協議会 会長

函館 市 P T A 連合会 副会長

万代町在 宅福祉委員会 委員長

一般公募

学校 法人西 野学 園函館 臨床福祉 専 門学校 専任 講 師

函館 市ボ ラ ンテ ィ ア連絡協議会 理 事

函館 犬学 教授

函館 市地域包括支援セ ン タ ー連絡協議会 幹事

函館 市 P T A 連合会 副会長

(注) ○印は委員長 , 0 印は副委員長 を示す。
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