
 

第
だい

２章
しょう

 計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

 

１ 社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

と社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

の改正
かいせい

 

ライフスタイルの多様化
た よ う か

などにより、高齢者
こうれいしゃ

のみの世帯
せ た い

や単身
たんしん

世帯
せ た い

が増加
ぞ う か

し、

家庭内
か て い な い

での支
ささ

え合
あ

いの機能
き の う

が低下
て い か

するとともに、少子
しょうし

高齢
こうれい

・人口
じんこう

減 少
げんしょう

社会
しゃかい

の進行
しんこう

、

世代間
せ だ い か ん

の価値
か ち

観
かん

の差
さ

の拡大
かくだい

、人々
ひとびと

の移動性
い ど う せ い

の高
たか

まり（移住者
いじゅうしゃ

や外国人
がいこくじん

などの増加
ぞ う か

）

などを背景
はいけい

に、地縁
ち え ん

（住
す

む土地
と ち

に基
もと

づく縁故
え ん こ

関係
かんけい

）を基盤
き ば ん

としたつながりも弱
よわ

まっ

ています。 

また、「複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

」や「制度
せ い ど

の狭間
は ざ ま

の課題
か だ い

」など、対象者
たいしょうしゃ

別
べつ

・分野
ぶ ん や

別
べつ

に整備
せ い び

された公的
こうてき

支援
し え ん

制度
せ い ど

だけでは対応
たいおう

が困難
こんなん

なケースが 現
あらわ

れてきています。 

このような社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

に対応
たいおう

するため、制度
せ い ど

・分野
ぶ ん や

ごとの「縦割
た て わ

り」や「支
ささ

え手
て

」「受
う

け手
て

」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「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

が重 要
じゅうよう

となっていま

す。 

  「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、以下
い か

のとおり社会
しゃかい

福祉法
ふ く し ほ う

が改
かい

正
せい

されました。 

 

 

 

【改正
かいせい

社会
しゃかい

福祉法
ふ く し ほ う

（平成
へいせい

３０年
ねん

（２０１８年
ねん

）４月
がつ

施行
し こ う

）の概要
がいよう

（主
おも

な改正
かいせい

部分
ぶ ぶ ん

）】 

 ○地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に当
あ

たり、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

が、支援
し え ん

関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

により、地域
ち い き

生活
せいかつ

課題
か だ い

を把握
は あ く

し、解決
かいけつ

を図
はか

るよう留意
りゅうい

（第
だい

４ 条
じょう

第
だい

２項
こう

） 

○その具体策
ぐ た い さ く

としての包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

（第
だい

１０６ 条
じょう

の３第
だい

１項
こう

） 

  (1)「住 民
じゅうみん

に身近
み ぢ か

な圏域
けんいき

」において、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

が主体的
しゅたいてき

に地域
ち い き

生活
せいかつ

課題
か だ い

を把握
は あ く

し解決
かいけつ

を 試
こころ

みることができる環 境
かんきょう

の整備
せ い び

（第
だい

１号
ごう

） 

  (2)「住 民
じゅうみん

に身近
み ぢ か

な圏域
けんいき

」において、地域
ち い き

生活
せいかつ

課題
か だ い

に関
かん

する相談
そうだん

を包括的
ほうかつてき

に受
う

け

止
と

める体制
たいせい

の整備
せ い び

（第
だい

２号
ごう

） 

  (3)多機関
た き か ん

の協 働
きょうどう

による市町村
しちょうそん

における包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

（第
だい

３号
ごう

） 

 

 

６ 



 

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

 

 

 

地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

による地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

（第
だい

４ 条
じょう

第
だい

２項
こう

） 

 

 

包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

（第
だい

１０６ 条
じょう

の３） 

 

○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

の記載
き さ い

事項
じ こ う

を次
つぎ

のように充 実
じゅうじつ

（第
だい

１０７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

） 

  ＜計画
けいかく

に記載
き さ い

すべき事項
じ こ う

＞ 

(1) 地域
ち い き

における高齢者
こうれいしゃ

の福祉
ふ く し

、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

、児童
じ ど う

の福祉
ふ く し

その他
た

の福祉
ふ く し

に関
かん

 

し、共 通
きょうつう

して取
と

り組
く

むべき事項
じ こ う

（第
だい

１号
ごう

）【追加
つ い か

】 

(2) 地域
ち い き

における福祉
ふ く し

サービスの適切
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

（第
だい

２号
ごう

） 

(3) 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

 

（第
だい

３号
ごう

） 

(4) 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

（第
だい

４号
ごう

） 

(5) 包括的
ほうかつてき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

を実施
じ っ し

する場合
ば あ い

には、その事業
じぎょう

に関
かん

する事項
じ こ う

 

（第
だい

５号
ごう

）【追加
つ い か

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 



 

 

 

【改正
かいせい

社会
しゃかい

福祉法
ふ く し ほ う

（令和
れ い わ

３年
ねん

（２０２１年
ねん

）４月
がつ

施行
し こ う

）の概要
がいよう

（主
おも

な改正
かいせい

部分
ぶ ぶ ん

）】 

○地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

は、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

が相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら、参加
さ ん か

し、 

 共 生
きょうせい

する地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して 行
おこな

われなければならない（第
だい

４ 条
じょう

第
だい

１項
こう

） 

○地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に当
あ

たり、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

が、支援
し え ん

関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

により、地域
ち い き

 

生活
せいかつ

課題
か だ い

を把握
は あ く

し、解決
かいけつ

を図
はか

るよう留意
りゅうい

（第
だい

４ 条
じょう

第
だい

３項
こう

） 

○その施策
し さ く

としての包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

（第
だい

１０６ 条
じょう

の３第
だい

１項
こう

）※６ページ参 照
さんしょう

 

○その具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

のひとつとしての重層的
じゅうそうてき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

（第
だい

１０６ 条
じょう

の４） 

(1) 相談
そうだん

支援
し え ん

（本人
ほんにん

･世帯
せ た い

の属性
ぞくせい

にかかわらず受
う

け止
と

める相談
そうだん

支援
し え ん

）（第
だい

２項
こう

第
だい

１号
ごう

） 

(2) 参加
さ ん か

支援
し え ん

（本人
ほんにん

・世帯
せ た い

の状 態
じょうたい

に合
あ

わせ、地域
ち い き

資源
し げ ん

を活
い

かしながら、就 労
しゅうろう

支援
し え ん

、居 住
きょじゅう

 

支援
し え ん

などを提 供
ていきょう

することで社会
しゃかい

とのつながりを回復
かいふく

する支援
し え ん

）（同項
どうこう

第
だい

２号
ごう

） 

  (3) 地域
ち い き

づくりに向
む

けた支援
し え ん

（地域
ち い き

社会
しゃかい

からの孤立
こ り つ

を防
ふせ

ぐとともに、地域
ち い き

における多
た

世
せ

 

代
だい

の交 流
こうりゅう

や多様
た よ う

な活躍
かつやく

の機会
き か い

と役割
やくわり

を生
う

み出
だ

す支援
し え ん

）（同項
どうこう

第
だい

３号
ごう

） 

 (4) アウトリーチ※等
とう

を通
つう

じた継続的
けいぞくてき

支援
し え ん

（複雑化
ふ く ざ つ か

・複合化
ふ く ご う か

した課題
か だ い

を抱
かか

えているため必
ひつ

 

要
よう

な支援
し え ん

が届
とど

いていない人
ひと

に支援
し え ん

を届
とど

ける）（同項
どうこう

第
だい

４号
ごう

） 

 (5) 多機関
た き か ん

協 働
きょうどう

による支援
し え ん

（複雑化
ふ く ざ つ か

・複合化
ふ く ご う か

した事例
じ れ い

に対応
たいおう

する支援
し え ん

関係
かんけい

機関
き か ん

が抱
かか

える 

課題
か だ い

の把握
は あ く

や、各支援
か く し え ん

関係
かんけい

機関
き か ん

の役割
やくわり

分担
ぶんたん

、支援
し え ん

の方向性
ほうこうせい

の整理
せ い り

といった、調 整
ちょうせい

機
き

 

能
のう

の役割
やくわり

を果
は

たす）（同項
どうこう

第
だい

５号
ごう

） 

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

 

地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

による地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

（第
だい

４ 条
じょう

第
だい

３項
こう

） 

包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

（第
だい

１０６ 条
じょう

の３） 

重層的
じゅうそうてき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

（第
だい

１０６ 条
じょう

の４） 

○市
し

町 村
ちょうそん

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の記載
き さ い

事項
じ こ う

を次
つぎ

のように変更
へんこう

（第
だい

１０７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

） 

 ・地域
ち い き

生活
せいかつ

課題
か だ い

の解決
かいけつ

に資
し

する支援
し え ん

が包括的
ほうかつてき

に提 供
ていきょう

される体制
たいせい

の整備
せ い び

に関
かん

する事
じ

 

項
こう

（第
だい

５号
ごう

）【変更
へんこう

】 ※第
だい

１号
ごう

から第
だい

４号
ごう

は７ページ参 照
さんしょう

 

 

 

※ アウトリーチ：積極的
せっきょくてき

に対象者
たいしょうしゃ

のいる場所
ば し ょ

に出向
で む

いて働
はたら

きかけること。 

８  



２ 久留米市
く る め し

の状 況
じょうきょう

 

（１）統計
とうけい

から見
み

た状 況
じょうきょう

 

 ①人口
じんこう

推計
すいけい

・人口
じんこう

構造
こうぞう

の変化
へ ん か

 

  団塊
だんかい

ジュニア世代
せ だ い

（第
だい

２次
じ

ベビーブームの１９７１年
ねん

～１９７４年
ねん

に生
う

まれた

世代
せ だ い

）が６５歳
さい

以上
いじょう

となる２０４０年
ねん

に向
む

けて、人口
じんこう

減 少
げんしょう

、少子
しょうし

高齢化
こ う れ い か

が進行
しんこう

する

とともに、生産
せいさん

年齢
ねんれい

人口
じんこう

の大幅
おおはば

な減 少
げんしょう

が予想
よ そ う

されます。 

  

※国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

･人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうしょ

「日本
に ほ ん

の地域
ち い き

別
べつ

将来
しょうらい

推計
すいけい

人口
じんこう

（平成
へいせい

30(2018)年
ねん

推計
すいけい

）」より 

 ②世帯数
せ た い す う

及
およ

び世帯
せ た い

あたりの人員数
じんいんすう

 

  世帯数
せ た い す う

が増加
ぞ う か

する一方
いっぽう

、１世帯
せ た い

あたりの人員数
じんいんすう

が減 少
げんしょう

しています。 

  

※住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

より（2015年
ねん

以降
い こ う

は外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

を含
ふく

む。） 

41,644人 40,186人 35,785人

184,444人
172,537人

153,146人

78,464人 89,982人
98,157人

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2015年 2025年 2040年

人
口
（
人

）

久留米市の人口推計

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳） 高齢者人口（65歳以上）

25.8%

114,406世帯

120,471世帯

128,613世帯

134,537世帯

2.67人

2.51人

2.38人

2.26人
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105,000
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125,000

130,000

135,000

2005年 2010年 2015年 2019年

１
世
帯
あ
た
り
人
員
数
（
人

）

世
帯
数
（
世
帯

）

久留米市の世帯数・１世帯あたり人員数推移

世帯数 １世帯あたり人員数

29.7% 
34.2% 

60.5% 
57.0% 

53.3% 

13.7% 13.3% 12.5% 

287,088 人 
302,705 人 304,552 人 

９ 

くるめし    じんこうすいけい 

ねんしょうじんこう せいさんねんれいじんこう こうれいしゃじんこう 

くるめし     せたいすう     せたい       じんいんすうすいい 

せたいすう せたい      じんいんすう 



 ③世帯
せ た い

の家族
か ぞ く

類型
るいけい

別
べつ

の割合
わりあい

 

  夫婦
ふ う ふ

と子
こ

どもからなる世帯
せ た い

の割合
わりあい

は減 少
げんしょう

し、単独
たんどく

世帯
せ た い

の割合
わりあい

は増加
ぞ う か

する傾向
けいこう

に

あります。 

  

 ※総務省
そうむしょう

統計局
とうけいきょく

「国勢
こくせい

調査
ちょうさ

報告
ほうこく

」より 

 

④近所
きんじょ

付
づ

き合
あ

いの程度
て い ど

 

日頃
ひ ご ろ

から親
した

しくしている人
ひと

の割合
わりあい

が２割
わり

程度
て い ど

である一方
いっぽう

、ほとんど面識
めんしき

がない、

関
かか

わりたくないと思
おも

っている人
ひと

も１割
わり

程度
て い ど

います。 

  

※久留米市
く る め し

「第
だい

43回
かい

久留米
く る め

市民
し み ん

意識
い し き

調査
ちょうさ

」（令和
れ い わ

元年度
が ん ねん ど

（2019年度
ね ん ど

）実施
じ っ し

）より 

（「あなたは、近所
きんじょ

との付
つ

き合
あ

いがどの程度
て い ど

ありますか。」という問
とい

に対
たい

する回答
かいとう

状 況
じょうきょう

） 

 

 

 

29.9% 28.5%27.6%

31.4%

26.9%

32.9%

0%

10%

20%

30%

40%

夫婦と子どもからなる世帯 単独世帯

久留米市の世帯の家族類型別の割合

2005年 2010年 2015年

23.5%

36.7%

30.0%

7.1%

1.6% 1.1%

近所との付き合いの程度

日頃から親しくしている

用事があれば、話をする

挨拶する程度

ほとんど面識がない

関わりたくないと思っている

無回答

１０ 

くるめし      せたい   かぞくるいけいべつ   わりあい 

ふうふ  こ            せたい たんどくせたい 

きんじょ     つ   あ     ていど 

ひごろ    した 

ようじ         はなし 

あいさつ   ていど 

      めんしき 

かか             おも 

むかいとう 



⑤地域
ち い き

活動
かつどう

等
とう

参加
さ ん か

状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

活動
かつどう

等
とう

（校区
こ う く

コミュニティ活動
かつどう

、自治会
じ ち か い

活動
かつどう

、ボランティア活動
かつどう

など）に 全
まった

く参加
さ ん か

していない人
ひと

の割合
わりあい

が５割
わり

程度
て い ど

となっています。 

  

※久留米市
く る め し

「第
だい

43回
かい

久留米
く る め

市民
し み ん

意識
い し き

調査
ちょうさ

」（令和
れ い わ

元年度
が ん ねん ど

（2019年度
ね ん ど

）実施
じ っ し

）より 

（「あなたは、この 1年間
ねんかん

に、市民
し み ん

活動
かつどう

にどの程度
て い ど

参加
さ ん か

しましたか。」という問
とい

に対
たい

する回答
かいとう

状 況
じょうきょう

） 

 

 ⑥地域
ち い き

活動
かつどう

等
とう

への参加
さ ん か

意向
い こ う

 

地域
ち い き

活動
かつどう

等
とう

に参加
さ ん か

したいと 考
かんが

えている人
ひと

の割合
わりあい

が６割
わり

程度
て い ど

となっています。 

   

※久留米市
く る め し

「第
だい

43回
かい

久留米
く る め

市民
し み ん

意識
い し き

調査
ちょうさ

」（令和
れ い わ

元年度
が ん ねん ど

（2019年度
ね ん ど

）実施
じ っ し

）より 

（「あなたは、地域
ち い き

をよりよくするために、校区
こ う く

コミュニティ活動
かつどう

や自治会
じ ち か い

活動
かつどう

、 

ボランティア活動
かつどう

などの市民
し み ん

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したいと思
おも

いますか。」という問
とい

に対
たい

 

する回答
かいとう

状 況
じょうきょう

） 

2.1%
4.4%

6.3%

24.1%

12.4%

49.9%

0.8%

過去１年間の地域活動等への参加状況

週に１回以上

月に２～３回程度

月に１回程度

年に数回程度

年に１回程度

まったく参加していない

無回答

13.9%

44.0%

26.9%

13.9%

1.3%

地域活動等への参加意向

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

無回答

１１ 

かこ   ねんかん   ちいきかつどうとう    さんかじょうきょう 

しゅう  かいいじょう 

つき       かいていど 

つき    かいていど 

ねん  すうかいていど 

ねん    かいていど 

       さんか 

むかいとう 

ちいきかつどうとう      さんかいこう 

むかいとう 

おも 

おも 

おも 

おも 



⑦医療
いりょう

施設
し せ つ

の 状 況
じょうきょう

 

  全国
ぜんこく

や県
けん

と比較
ひ か く

して、医療
いりょう

施設
し せ つ

が充 実
じゅうじつ

しています。 

  

※厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「平成
へいせい

29年
ねん

医療
いりょう

施設
し せ つ

（静態
せいたい

・動態
どうたい

）調査
ちょうさ

」より 

 

 ⑧社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

の 状 況
じょうきょう

 

  全国
ぜんこく

や県
けん

と比較
ひ か く

して、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などが充 実
じゅうじつ

しています。 

  

※厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「平成
へいせい

29年
ねん

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

調査
ちょうさ

」より 

この調査
ちょうさ

における各施設
か く しせ つ

の内訳
うちわけ

は以下
い か

のとおり 

老
ろう

 人
じん

 福
ふく

 祉
し

 施
し

 設
せつ

：養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム、軽費
け い ひ

老人
ろうじん

ホーム、老人
ろうじん

福祉
ふ く し

センター 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

：障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター、福祉
ふ く し

ホーム 

児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
と う

：助産
じょさん

施設
し せ つ

、乳児院
にゅうじいん

、母子
ぼ し

生活
せいかつ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、保育所
ほ い くし ょ

等
とう

、小規模
し ょ うき ぼ

保育
ほ い く

事業所
じぎょうしょ

、 

児童
じ ど う

養護
よ う ご

施設
し せ つ

、障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター、 

児童
じ ど う

心理
し ん り

治療
ちりょう

施設
し せ つ

、児童
じ ど う

自立
じ り つ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、児童
じ ど う

家庭
か て い

支援
し え ん

センター、児童館
じ ど うか ん

、 

児童
じ ど う

センター、児童
じ ど う

遊園
ゆうえん
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１２ 

じんこう  まんにん         しせつすう じんこう  まんにん        びょうしょうすう 

びょういん いっぱんしんりょうしょ びょういん いっぱんしんりょうしょ 

ぜんこく   ふくおかけん    く る め し ぜんこく    ふくおかけん    く る め し 

じんこう  まんにん         しせつすう じんこう  まんにん         しせつ  ていいん 

ぜんこく   ふくおかけん    く る め し ぜんこく   ふくおかけん    く る め し 

ろうじんふくししせつ     しょうがいしゃしえんしせつとう   じどうふくししせつとう ろうじんふくししせつ  しょうがいしゃしえんしせつとう じどうふくししせつとう 



（２）これまでの主
おも

な取組
と り く

みから見
み

た状 況
じょうきょう

 

第
だい

２期
き

久留米市
く る め し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

と第
だい

５次
じ

久留米市
く る め し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

計画
けいかく

（前計画
ぜんけいかく

）では、

それまでの支
ささ

え合
あ

いの仕組
し く

みづくりなどを踏
ふ

まえ、５つの基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

と３つの重 点
じゅうてん

施策
し さ く

を設定
せってい

して、取組
と り く

みを進
すす

めてきました。 

このほか、前
ぜん

計画
けいかく

期間中
きかんちゅう

には、団塊
だんかい

の世代
せ だ い

（第
だい

１次
じ

ベビーブームの１９４７年
ねん

～

１９４９年
ねん

に生
う

まれた世代
せ だ い

）が７５歳
さい

以上
いじょう

となる２０２５年
ねん

を目 標
もくひょう

に、高齢者
こうれいしゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしを続
つづ

けることができるよう、医療
いりょう

・介護
か い ご

・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

・住
す

まい・見守
み ま も

りや外 出
がいしゅつ

支援
し え ん

、家事
か じ

支援
し え ん

などの生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスが一体的
いったいてき

に

提 供
ていきょう

される「地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム」の構築
こうちく

にも着 手
ちゃくしゅ

しました。 

その中
なか

で、高齢者
こうれいしゃ

の総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

である地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターを中 心
ちゅうしん

とした困
こま

りごとの支援
し え ん

とあわせて、サービスの 提 供
ていきょう

をきっかけに薄
うす

れてきた地域
ち い き

との

関係性
かんけいせい

を地域
ち い き

づくりの中
なか

で再構築
さいこうちく

することをめざし、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）か

ら、校区
こ う く

コミュニティ組織
そ し き

の区域
く い き

ごとに「支
ささ

え合
あ

い推進
すいしん

会議
か い ぎ

※１」の設置
せ っ ち

を進
すす

めてき

ました。 

「地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム」を構築
こうちく

するにあたり、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

と医療
いりょう

・福祉
ふ く し

などの

専門職
せんもんしょく

が連携
れんけい

する仕組
し く

み（支
ささ

え合
あ

い推進
すいしん

会議
か い ぎ

と地域
ち い き

ケア会議
か い ぎ

※２の連携
れんけい

など）をつく

ることで、これまで地域
ち い き

住 民
じゅうみん

が中 心
ちゅうしん

となって 行
おこな

ってきた地域
ち い き

づくりと、専門職
せんもんしょく

が中 心
ちゅうしん

となって 行
おこな

ってきた個別
こ べ つ

支援
し え ん

の循 環
じゅんかん

の動
うご

き（2６～２７ページ、取組
と り く

み

推進
すいしん

のイメージ参 照
さんしょう

）を生
う

み、地域力
ちいきりょく

の強化
きょうか

につなげることをめざしています。 

 

 

 

 

 

 

※１ 支
ささ

え合
あ

い推進
すいしん

会議
か い ぎ

：生活
せいかつ

支援
し え ん

活動
かつどう

などの充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

における支
ささ

え合
あ

いの仕組
し く

みづくりを推進
すいしん

するため、地縁
ち え ん

組織
そ し き

を中心
ちゅうしん

に多様
た よ う

な主体
しゅたい

が参画
さんかく

し、情報
じょうほう

共有
きょうゆう

、連携
れんけい

強化
きょうか

な

どを行
おこな

う、校区
こ う く

コミュニティ組織
そ し き

の区域
く い き

ごとに設置
せ っ ち

される協議体
きょうぎたい

。 

※２ 地域
ち い き

ケア会議
か い ぎ

：医療
いりょう

・介護
か い ご

などの多職種
たしょくしゅ

が連携
れんけい

して、高齢者
こうれいしゃ

の個別
こ べ つ

課題
か だ い

の解決
かいけつ

を図
はか

るととも

に、個別
こ べ つ

ケースの課題
か だ い

分析
ぶんせき

等
とう

を積
つ

み重
かさ

ねることで、地域
ち い き

課題
か だ い

を共有化
きょうゆうか

・明確化
め い かく か

し、社会
しゃかい

資源
し げ ん

（問題
もんだい

解決
かいけつ

などの目的
もくてき

に使
つか

われる各種
かくしゅ

の施設
し せ つ

、制度
せ い ど

、機関
き か ん

、知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

などの 

物的
ぶってき

、人的
じんてき

資源
し げ ん

）の開発
かいはつ

や地域
ち い き

づくりにつなげることを目的
もくてき

とする会議
か い ぎ

。 

１３ 



なお、久留米市
く る め し

では、地域
ち い き

で暮
く

らし、支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

を対 象
たいしょう

に、近所
きんじょ

の人々
ひとびと

が訪問
ほうもん

し、見守
み ま も

り（安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

）、孤独
こ ど く

解 消
かいしょう

（話
はな

し相手
あ い て

）、自立
じ り つ

支援
し え ん

（福祉
ふ く し

サービスな

どの紹 介
しょうかい

）などを 行
おこな

う「小地域
しょうちいき

ネットワーク活動
かつどう

」を全国
ぜんこく

に先駆
さ き が

けて進
すす

めてきま

した。 

昭和
しょうわ

６２年
ねん

（１９８７年
ねん

）には、｢小地域
しょうちいき

ネットワーク活動
かつどう

｣を推進
すいしん

する「ふれあ

いの会
かい

」というボランティア団体
だんたい

が初
はじ

めて組織
そ し き

され、現在
げんざい

では、多
おお

くの校区
こ う く

で、ふ

れあいの会
かい

により、訪問
ほうもん

やサロン※など校区
こ う く

の特性
とくせい

に応
おう

じた活動
かつどう

が 行
おこな

われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ サロン：高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

、子
こ

どもなど誰
だれ

もが気軽
き が る

に楽
たの

しく集
つど

うことができる場所
ば し ょ

。 

１４ 



【前
ぜん

計画
けいかく

における基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

】 

 

 基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

１ 心
こころ

～地域
ち い き

意識
い し き

をつくる～ 

「共 感
きょうかん

できる人権
じんけん

意識
い し き

づくり」では、同和
ど う わ

問題
もんだい

講演会
こうえんかい

の継続的
けいぞくてき

な開催
かいさい

や人権
じんけん

問題
もんだい

に係
かか

る啓発
けいはつ

・研 修
けんしゅう

講師団
こ う し だ ん

講師
こ う し

あっせん事業
じぎょう

の実施
じ っ し

、福祉
ふ く し

教 育
きょういく

※1 の推進
すいしん

など、お互
たが

いを理解
り か い

し、受
う

け入
い

れるための取組
と り く

みを進
すす

めました。 

「支
ささ

え合
あ

う意識
い し き

の啓発
けいはつ

」では、平成
へいせい

２４年度
ね ん ど

施行
し こ う

の久留米市
く る め し

市民
し み ん

活動
かつどう

を進
すす

める

条 例
じょうれい

をもとに、地域
ち い き

活動
かつどう

等
とう

への参加
さ ん か

などを進
すす

め、地域
ち い き

の基盤
き ば ん

である自治会
じ ち か い

への加入
かにゅう

促進
そくしん

事業
じぎょう

も 行
おこな

いました。 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

２ 実
じつ

～サービスをつくる～ 

「相談
そうだん

しやすい環 境
かんきょう

づくり」や「福祉
ふ く し

サービスの充 実
じゅうじつ

」では、相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

をはじめ、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

※２が担
にな

うふれあい福祉
ふ く し

相談員
そうだんいん

※３への研 修
けんしゅう

の実施
じ っ し

や

相談
そうだん

事例集
じれいしゅう

の作成
さくせい

、市民
し み ん

後見人
こうけんにん

※４養成
ようせい

講座
こ う ざ

の継続的
けいぞくてき

な開催
かいさい

などに努
つと

めました。 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

３ 人
ひと

～地域
ち い き

で活躍
かつやく

する人材
じんざい

をつくる～ 

「地域
ち い き

活動
かつどう

の担
にな

い手
て

の育成
いくせい

」や「地域
ち い き

活動
かつどう

の支援
し え ん

」では、平成
へいせい

２４年度
ね ん ど

に制度化
せ い ど か

したキラリ 輝
かがや

く市民
し み ん

活動
かつどう

活性化
か っ せ い か

補助金
ほ じ ょ き ん

（現
げん

：市民
し み ん

活動
かつどう

・絆
きずな

づくり推進
すいしん

事業費
じ ぎ ょ う ひ

補助金
ほ じ ょ き ん

）

をきっかけに、これまでの活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

や、新
あら

たな活動
かつどう

の創 出
そうしゅつ

など地域
ち い き

活動
かつどう

等
とう

の

裾野
す そ の

が広
ひろ

がりました。さらに、平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

からは生活
せいかつ

支援
し え ん

コーディネーター※５を

配置
は い ち

し、支
ささ

え合
あ

い推進
すいしん

会議
か い ぎ

の設置
せ っ ち

を進
すす

め、きめ細
こま

かな地域
ち い き

支援
し え ん

に努
つと

めました。 

 

※１ 福祉
ふ く し

教育
きょういく

：生活
せいかつ

や学習
がくしゅう

の中
なか

で、自尊
じ そ ん

感情
かんじょう

や命
いのち

を大切
たいせつ

にすることを学
まな

び、「ともに生
い

きる力
ちから

」

を育
はぐく

むとともに、体験的
たいけんてき

な学習
がくしゅう

をとおして自発的
じ は つて き

に考
かんが

え、気
き

づきや理解
り か い

を深
ふか

める教育
きょういく

。 

※２ 民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

：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

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

において、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の生活上
せいかつじょう

の様々
さまざま

な相談
そうだん

に応
おう

じ、行政
ぎょうせい

をはじめ適切
てきせつ

な支援
し え ん

やサービスへ

の「つなぎ役
やく

」としての役割
やくわり

を果
は

たすとともに、見守
み ま も

りや安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

などを行
おこな

う人
ひと

。（主任
しゅにん

児童
じ ど う

委員
い い ん

を含
ふく

む。） 

※３ ふれあい福祉
ふ く し

相談員
そうだんいん

：悩
なや

みをもつ一人
ひ と り

ひとりに寄
よ

り添
そ

い、決
けっ

して孤立
こ り つ

させないという姿勢
し せ い

を

もって、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の生活
せいかつ

の中
なか

で、最
もっと

も近
ちか

い相談
そうだん

窓口
まどぐち

として、常時
じょうじ

相談
そうだん

に応
おう

じている人
ひと

。 

※４ 市民
し み ん

後見人
こうけんにん

：成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

（判断
はんだん

能力
のうりょく

の不十分
ふじゅうぶん

な成年者
せいねんしゃ

を対象
たいしょう

に、本人
ほんにん

に代
か

わって暮
く

らし

に必要
ひつよう

な様々
さまざま

な判断
はんだん

をする人
ひと

を法律
ほうりつ

に基
もと

づいて決定
けってい

し、本人
ほんにん

の財産
ざいさん

や権利
け ん り

を守
まも

る制度
せ い ど

）にお

ける成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等
とう

となる地域
ち い き

住民
じゅうみん

。 

※５ 生活
せいかつ

支援
し え ん

コーディネーター：地域
ち い き

での生活
せいかつ

をより豊
ゆた

かにするために、地域
ち い き

住民
じゅうみん

同
どう

 

士
し

、専門職
せんもんしょく

同士
ど う し

、そして地域
ち い き

住民
じゅうみん

と専門職
せんもんしょく

をつなぎ、それぞれが連携
れんけい

しやすい 

体制
たいせい

づくりや個別
こ べ つ

課題
か だ い

を包括的
ほうかつてき

に受
う

け止
と

める体制
たいせい

づくりを行
おこな

う人
ひと

。 

１５ 



基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

４ 場
ば

～活動
かつどう

の場
ば

をつくる～ 

  「地域
ち い き

で集
つど

える場
ば

づくり」や「同
おな

じ悩
なや

みを持
も

つ人
ひと

が集
つど

える場
ば

づくり」では、ふれ

あいの会
かい

をはじめとする多様
た よ う

な地域
ち い き

の団体
だんたい

が運営
うんえい

するサロンなど、多
おお

くの校区
こ う く

でそ

の特性
とくせい

に応
おう

じた交 流
こうりゅう

の場
ば

づくりが進
すす

められました。 

 

 基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

５ 和
わ

～支
ささ

え合
あ

いの仕組
し く

みをつくる～ 

「支
ささ

え合
あ

いの仕組
し く

みづくり」や「ネットワークづくり」では、平成
へいせい

２４年度
ね ん ど

から

久留米市
く る め し

高齢者
こうれいしゃ

等
とう

ＳＯＳネットワーク※１が広域化
こ う い き か

、平成
へいせい

２５年度
ね ん ど

にくるめ見守
み ま も

りネ

ットワーク※２が開始
か い し

されるなど、地域
ち い き

での見守
み ま も

り活動
かつどう

や孤立
こ り つ

防止
ぼ う し

が進
すす

められました。 

また、見守
み ま も

り訪問
ほうもん

の必要性
ひつようせい

や効果
こ う か

についての理解
り か い

が深
ふか

まったことにより、ふれあい

訪問
ほうもん

活動
かつどう

※３も広
ひろ

がりました。 

 

【前計画
ぜんけいかく

における基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

の主
おも

な課題
か だ い

】 

 ○支
ささ

え合
あ

いの基盤
き ば ん

である人権
じんけん

意識
い し き

の底上
そ こ あ

げを図
はか

るとともに、自治会
じ ち か い

活動
かつどう

の必要性
ひつようせい

に

ついても理解
り か い

を 促
うなが

す必要
ひつよう

があります。 

 ○複雑化
ふ く ざ つ か

、多様化
た よ う か

する相談
そうだん

に対応
たいおう

できる相談
そうだん

支援
し え ん

機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 ○地域
ち い き

活動
かつどう

等
とう

の活性化
か っ せ い か

をはじめ、地域
ち い き

コミュニティ組織
そ し き

※４とＮＰＯなど多様
た よ う

な主体
しゅたい

の連携
れんけい

の視点
し て ん

をもって取組
と り く

みを進
すす

める必要
ひつよう

があります。 

 ○これまでの地域
ち い き

での交 流
こうりゅう

の場
ば

に加
くわ

え、同
おな

じ悩
なや

みをもつ人
ひと

が集
つど

える場
ば

の把握
は あ く

や

多様
た よ う

な世代
せ だ い

が集
あつ

まる場
ば

づくりが必要
ひつよう

です。 

 ○災害時
さ い が い じ

の円滑
えんかつ

な支援
し え ん

も視野
し や

に入
い

れた、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

が日頃
ひ ご ろ

から主体的
しゅたいてき

に地域
ち い き

福祉
ふ く し

（特
とく

に地域
ち い き

生活
せいかつ

課題
か だ い

の解決
かいけつ

）に取
と

り組
く

む意識
い し き

をより一層
いっそう

高
たか

めていく必要
ひつよう

があります。 

 

 

 

※１ 久留米市
く る め し

高齢者
こうれいしゃ

等
とう

ＳＯＳネットワーク：行方
ゆ く え

不明
ふ め い

等
とう

により事故
じ こ

にあうおそれがある高齢者
こうれいしゃ

等
とう

の速
すみ

やかな発見
はっけん

・保護
ほ ご

、家族
か ぞ く

等
とう

への相談
そうだん

指導
し ど う

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

への周知
しゅうち

活動
かつどう

等
とう

に取
と

り組
く

むネット

ワーク。 

※２ くるめ見守
み ま も

りネットワーク：地域
ち い き

住民
じゅうみん

や居宅
きょたく

を訪問
ほうもん

する事業所
じぎょうしょ

等
とう

と久留米市
く る め し

が協 力
きょうりょく

し、

地域
ち い き

で見守
み ま も

り活動
かつどう

（安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

など）を行
おこな

うネットワーク。異変
い へ ん

を感
かん

じた人
ひと

からのくるめ見守
み ま も

りほっとラインへの連絡
れんらく

を受
う

け、久留米市
く る め し

が安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

等
とう

の対応
たいおう

を行
おこな

っている。 

※３ ふれあい訪問
ほうもん

活動
かつどう

：ふれあいの会
かい

が、気
き

になる世帯
せ た い

を訪問
ほうもん

し、声
こえ

をかけ、安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や簡単
かんたん

な

手伝
て つ だ

いを行
おこな

う活動
かつどう

。見守
み ま も

り訪問
ほうもん

活動
かつどう

とも言
い

う。 

※４ 地域
ち い き

コミュニティ組織
そ し き

：自治会
じ ち か い

及
およ

び自治会
じ ち か い

を基盤
き ば ん

とした校区
こ う く

コミュニティ組織
そ し き

、 

各種
かくしゅ

住民
じゅうみん

団体
だんたい

などの総称
そうしょう

。 

１６ 



【前計画
ぜんけいかく

における重 点
じゅうてん

施策
し さ く

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

】 

 ○重 点
じゅうてん

施策
し さ く

１ 誰
だれ

でも集
つど

える場
ば

づくり 

   サロンの普及
ふきゅう

・拡大
かくだい

を図
はか

るため、各種
かくしゅ

団体
だんたい

などへサロン設置
せ っ ち

の 働
はたら

きかけを 行
おこな

うとともに、サロンレクリエーションサポーター※１養成
ようせい

講座
こ う ざ

やサロンサポーター

を対 象
たいしょう

としたスキルアップ研 修
けんしゅう

などを実施
じ っ し

し、サロンを支
ささ

える人材
じんざい

の養成
ようせい

に取
と

り組
く

みました。 

※サロンに参加
さ ん か

することにより、友達
ともだち

が増
ふ

えたと回答
かいとう

する人
ひと

の割合
わりあい

 

 

○重 点
じゅうてん

施策
し さ く

２ 「もしも」のときの支
ささ

え合
あ

いの仕組
し く

みづくり 

「もしも」のときの支
ささ

え合
あ

いの仕組
し く

みづくりを進
すす

めるため、災害時
さ い が い じ

要援護者
ようえんごしゃ

 

名簿
め い ぼ

※２制度
せ い ど

の見直
み な お

しや災害
さいがい

ボランティアセンター※３の設置
せ っ ち

運営
うんえい

訓練
くんれん

などに取
と

り 

組
く

みました。また、認知症
にんちしょう

サポーター※４養成
ようせい

講座
こ う ざ

や認知症
にんちしょう

等
とう

徘徊
はいかい

模擬
も ぎ

訓練
くんれん

※５の 

支援
し え ん

、防犯
ぼうはん

意識
い し き

の向 上
こうじょう

に取
と

り組
く

みました。 

※名簿
め い ぼ

の名称
めいしょう

変更
へんこう

にあわせて、名簿
め い ぼ

登録
とうろく

対象者
たいしょうしゃ

の年齢
ねんれい

要件
ようけん

を見直
み な お

した結果
け っ か

、登録
とうろく

 

率
りつ

が大幅
おおはば

に上 昇
じょうしょう

 

目 標
もくひょう

項目
こうもく

 
基準
きじゅん

数値
す う ち

 

（H22） 

目 標
もくひょう

数値
す う ち

 

（H31） 

（参考
さんこう

） 

（H30実績
じっせき

） 

サロンの参加者数
さんかしゃすう

 32,019人
にん

 43,000人
にん

 55,806人
にん

 

サロンの箇所数
か し ょ す う

 223箇所
か し ょ

 310箇所
か し ょ

 368箇所
か し ょ

 

サロンの参加者
さ ん か し ゃ

の意識
い し き

の変化
へ ん か

※ － 80% 69.7% 

目 標
もくひょう

項目
こうもく

 
基準
きじゅん

数値
す う ち

 

（H23） 

目 標
もくひょう

数値
す う ち

 

（H31） 

（参考
さんこう

） 

（H30実績
じっせき

） 

要援護者
ようえんごしゃ

名簿
め い ぼ

作成
さくせい

開始
か い し

校区数
こ う く す う

 17校区
こ う く

 46校区
こ う く

 46校区
こ う く

 

要援護者
ようえんごしゃ

名簿
め い ぼ

登録者数
とうろくしゃすう

 1,923人
にん

 8,000人
にん

 6,413人
にん

 

要援護者
ようえんごしゃ

名簿
め い ぼ

登録率
とうろくりつ

※ 8.55% 20% 49.86% 

名簿
め い ぼ

を活用
かつよう

した防災
ぼうさい

訓練
くんれん

実施
じ っ し

校区数
こ う く す う

 － 46校区
こ う く

 44校区
こ う く
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○重 点
じゅうてん

施策
し さ く

３ 身近
み ぢ か

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

の仕組
し く

みづくり 

  地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターの機能
き の う

拡 充
かくじゅう

に加
くわ

え、障害者
しょうがいしゃ

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター※６ 

やこども子育
こ そ だ

てサポートセンター※７、生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

センター※８、成年
せいねん

後見
こうけん

センタ

ー※９など、新
あら

たな相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

やふれあい福祉
ふ く し

相談員
そうだんいん

などのスキルアップによ

り、様々
さまざま

な相談
そうだん

に対応
たいおう

できる体制
たいせい

づくりを進
すす

めました。 

※福祉
ふ く し

サービス利用時
り よ う じ

の不都合
ふ つ ご う

として「福祉
ふ く し

サービスに関
かん

する情報
じょうほう

が入手
にゅうしゅ

しづらかった」と

回答
かいとう

する人
ひと

の割合
わりあい

 

 

 

 

※１ サロンレクリエーションサポーター：サロンでレクリエーションなどを行
おこな

い、サロンを支
ささ

える人
ひと

。 

※２ 災害時
さ い が い じ

要援護者
ようえんごしゃ

名簿
め い ぼ

（避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

）：災害時
さ い がい じ

の避難
ひ な ん

に支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

（災害時
さ い がい じ

要援護者
ようえんごしゃ

（避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

））にあらかじめ登録
とうろく

してもらい、久留米市
く る め し

と地域
ち い き

などが情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

しておくことによって、一体
いったい

となって避難
ひ な ん

情報
じょうほう

の伝達
でんたつ

や安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

などの支援
し え ん

をする

ための名簿
め い ぼ

。災害
さいがい

対策
たいさく

基本法
き ほ んほ う

（昭和
しょうわ

３６年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

２２３号
ごう

）の改正
かいせい

により、災害時
さ い がい じ

要援護者
ようえんごしゃ

名簿
め い ぼ

を、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

に見直
み な お

し。 

※３ 災害
さいがい

ボランティアセンター：災害
さいがい

が起
お

こった場合
ば あ い

にボランティア活動
かつどう

を効率
こうりつ

よく進
すす

めるため

の施設
し せ つ

。 

※４ 認知症
にんちしょう

サポーター：認知症
にんちしょう

に関
かん

する正
ただ

しい知識
ち し き

と理解
り か い

をもち、地域
ち い き

や職域
しょくいき

で認知症
にんちしょう

の人
ひと

や

その家族
か ぞ く

を支援
し え ん

する人
ひと

。 

※５ 認知症
にんちしょう

等
とう

徘徊
はいかい

模擬
も ぎ

訓練
くんれん

：行方
ゆ く え

不明
ふ め い

になっている認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

を捜索
そうさく

し、声
こえ

をかける練習
れんしゅう

。 

※６ 障害者
しょうがいしゃ

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター：地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

の相談
そうだん

支援
し え ん

の拠点
きょてん

として、あらゆる

障害
しょうがい

に対
たい

する総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

業務
ぎょうむ

などを行
おこな

う機関
き か ん

。 

※７ こども子育
こ そ だ

てサポートセンター：妊娠期
に ん しん き

から子育
こ そ だ

て期
き

、就学後
しゅうがくご

１８歳
さい

までの子
こ

どもたちと

子育
こ そ だ

て家庭
か て い

の相談
そうだん

に応
おう

じる機関
き か ん

。 

※８ 生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

センター：くらしのこと、仕事
し ご と

のこと、お金
かね

のこと、住
す

まいのことなどの困
こま

り

ごとを抱
かか

えている人
ひと

の相談
そうだん

などに応
おう

じる機関
き か ん

。 

※９ 成年
せいねん

後見
こうけん

センター：認知症
にんちしょう

や知的
ち て き

・精神
せいしん

障害
しょうがい

などによって判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

となった人
ひと

の 

生活
せいかつ

や権利
け ん り

を守
まも

り、安心
あんしん

して暮
く

らせるように、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

に関
かん

する総合
そうごう

相談
そうだん

な 

どに応
おう

じる施設
し せ つ

。 

目 標
もくひょう

項目
こうもく

 
基準
きじゅん

数値
す う ち

 

（H23） 

目 標
もくひょう

数値
す う ち

 

（H31） 
（参考

さんこう

） 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

ｾﾝﾀｰ等
とう

の相談
そうだん

件数
けんすう

 31,398件
けん

 35,000件
けん

以上
いじょう

 
39,871件

けん

 

（H30実績
じっせき

） 

市民
し み ん

の意識
い し き

の変化
へ ん か

※ 56.6% 40% 
46.5％ 

（H31･R1実績
じっせき

） 
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【前計画
ぜんけいかく

における重 点
じゅうてん

施策
し さ く

の主
おも

な課題
か だ い

】 

○これまで、誰
だれ

もが集
つど

える場
ば

づくりをはじめとする地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

は、久留米市
く る め し

全体
ぜんたい

 

として、組織的
そ し き て き

な活動
かつどう

の強化
きょうか

（ふれあいの会
かい

の組織化
そ し き か

など）や校区
こ う く

コミュニティ 

組織
そ し き

の区域
く い き

単位
た ん い

での高齢者
こうれいしゃ

中 心
ちゅうしん

の取組
と り く

みに重 点
じゅうてん

をおいて推進
すいしん

されてきました。 

その一方
いっぽう

で、個別
こ べ つ

課題
か だ い

への対応
たいおう

や高齢者
こうれいしゃ

以外
い が い

の分野
ぶ ん や

への対応
たいおう

を充 実
じゅうじつ

させていく 

必要
ひつよう

があります。 

また、久留米市
く る め し

には、校区
こ う く

コミュニティ組織
そ し き

の区域
く い き

を超
こ

えた多様
た よ う

な主体
しゅたい

による 

様々
さまざま

な活動
かつどう

がありますが、その全体像
ぜんたいぞう

の把握
は あ く

や連携
れんけい

が不十分
ふじゅうぶん

であるため、今後
こ ん ご

、 

その把握
は あ く

、連携
れんけい

の充 実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があります。 

○避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

を活用
かつよう

した図上
ずじょう

訓練
くんれん

※１などが多
おお

くの地域
ち い き

で実施
じ っ し

されてい 

ますが、今後
こ ん ご

は、個別
こ べ つ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

計画
けいかく

※２も充 実
じゅうじつ

させていく必要
ひつよう

があります。 

○今後
こ ん ご

、複雑化
ふ く ざ つ か

、多様化
た よ う か

する相談
そうだん

に対応
たいおう

するためには、支援
し え ん

関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を強化
きょうか

 

する必要
ひつよう

があります。 

また、自
みずか

ら支援
し え ん

を求
もと

めることができない人
ひと

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

が分
わ

からない人
ひと

への支援
し え ん

、 

相談
そうだん

窓口
まどぐち

がないことへの対応
たいおう

など、「複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

」、「制度
せ い ど

の狭間
は ざ ま

の課題
か だ い

」に対応
たいおう

 

していく必要
ひつよう

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 図上
ずじょう

訓練
くんれん

：災害時
さ い がい じ

を想定
そうてい

し、地図
ち ず

などを用
もち

いて地域
ち い き

の課題
か だ い

を発見
はっけん

し、災害
さいがい

対応
たいおう

や事前
じ ぜ ん

の対策
たいさく

 

などを検討
けんとう

する訓練
くんれん

。 

※２ 個別
こ べ つ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

計画
けいかく

：避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

一人
ひ と り

ひとりの状 況
じょうきょう

に応
おう

じた、災害
さいがい

に対
たい

 

する備
そな

えや災害時
さ い がい じ

に必要
ひつよう

となる支援
し え ん

などを記載
き さ い

した計画
けいかく

。 
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（３）地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

の意識
い し き

や課題
か だ い

認識
にんしき

の把握
は あ く

 

地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

の意識
い し き

や課題
か だ い

の認識
にんしき

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

するため、次
つぎ

の取組
と り く

みを実施
じ っ し

しま

した。あわせて、久留米市
く る め し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

・久留米市
く る め し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

計画
けいかく

推進
すいしん

連絡
れんらく

協議会
きょうぎかい

の意見
い け ん

をとりまとめました。 

① ヒアリング 

概
がい

  要
よう

：ＮＰＯ・ボランティア団体
だんたい

など特定
とくてい

のテーマを中 心
ちゅうしん

に活動
かつどう

する 

支援者
し え ん し ゃ

・当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

などを対 象
たいしょう

に、その団体
だんたい

の活動
かつどう

状 況
じょうきょう

や課題
か だ い

 

などについて聞
き

き取
と

り調査
ちょうさ

を 行
おこな

いました。 

    期
き

  間
かん

：平成
へいせい

３０年
ねん

（２０１８年
ねん

）６月
がつ

～令和
れ い わ

元年
がんねん

（２０１９年
ねん

）７月
がつ

 

    団
だん

 体
たい

 数
すう

：５４団体
だんたい

（６３か所
しょ

） 

② ワークショップ 

    概
がい

  要
よう

：地域
ち い き

コミュニティ組織
そ し き

など特定
とくてい

のエリアを中 心
ちゅうしん

に活動
かつどう

する団体
だんたい

、 

ＮＰＯ・ボランティア団体
だんたい

などが集
あつ

まり、地域
ち い き

の現 状
げんじょう

や課題
か だ い

解決
かいけつ

 

に向
む

けた取組
と り く

みについて意見
い け ん

交換
こうかん

を 行
おこな

いました。 

    期
き

  間
かん

：平成
へいせい

３０年
ねん

（２０１８年
ねん

）１２月
がつ

～令和
れ い わ

元年
がんねん

（２０１９年
ねん

）６月
がつ

 

    開
かい

 催
さい

 数
すう

：１０回
かい

（５圏域
けんいき

×２回
かい

） 

③ アンケート 

    概
がい

  要
よう

：地域
ち い き

における支
ささ

え合
あ

いの関係性
かんけいせい

や地域
ち い き

活動
かつどう

等
とう

の現 状
げんじょう

などについて 

把握
は あ く

するため、市政
し せ い

アンケートモニターくるモニと市民
し み ん

意識
い し き

調査
ちょうさ

 

を活用
かつよう

して調査
ちょうさ

を 行
おこな

いました。 

    ＜市政
し せ い

アンケートモニターくるモニ＞ 

期
き

  間
かん

：平成
へいせい

３０年
ねん

（２０１８年
ねん

）１２月
がつ

２５日
にち

～平成
へいせい

３１年
ねん

（２０１９年
ねん

）１月
がつ

１５日
にち

 

      回 収
かいしゅう

状 況
じょうきょう

：３０５／３６０（８４．７％） 

    ＜市民
し み ん

意識
い し き

調査
ちょうさ

＞ 

      期
き

  間
かん

：令和
れ い わ

元年
がんねん

（２０１９年
ねん

）７月
がつ

２７日
にち

～８月
がつ

２７日
にち

 

      回 収
かいしゅう

状 況
じょうきょう

：２，８４７／５，０００（５６．９％） 

  なお、詳 細
しょうさい

については、資料編
しりょうへん

７１～８１ページに掲載
けいさい

しています。 

 

 

 

２０ 


