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地域づくりの木

来る２月14日のセミナーで
宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会議事務局

　第４回「宮城発これからの福祉を考える全国セミ
ナー」が２月14日、仙台市の太白区文化センター楽楽楽
ホールで開かれる。注目したいポイントについて、事務局
の佐藤正さんと菊池琴美さんに聞いた。

――何を学べるのか
菊池「地域づくりの木の図で言う『根っこのお宝』と、お
宝を地域づくりに生かす意義と方策について、具体的に
学べます。お宝を頭ではわかっていても、生活支援コー
ディネーターとしてどう関わるべきか悩む方には、参考に
なります」
佐藤「登壇する生活支援コーディネーターが、その活動や
お宝をどう表現するかにも注目です。お宝だけでなくコー
ディネーターの活動もまた見える化する必要があります。
所属先の上司や同僚、行政の担当者に、コーディネーター
として高齢者のお茶飲み場などに通う理由や狙いをどう
伝えるべきか、考えてほしいと思います」
――協議体に関しては
菊池「今回は、既存の話し合いの場に生活支援コーディ
ネーターが関わる兵庫県淡路市の実践と、新たに立ち上
げた協議体で活発な話し合いが行われている角田市の

ら ら ら

はなやま

事例を紹介します。地域に合った協議体のあり方を探る
一助になればと思います」
佐藤「このセミナー自体も一種の広域協議体と言えます。
住民、有識者、地域づくり団体、行政、社協、地域包括
支援センターその他の連携、協働で成り立ち、暮らしや
すい地域づくりについて多様な意見、情報を交換する場
ですからね」
――学びを現場にどう落とし込むべきか
菊池「地域づくりのスーパーマンみたいな人は登場しませ
ん。これなら真似できると思える事例をぜひ真似っこして
ください。ただ、事例の一つ、茨城県日立市の『塙山学区
住みよいまちをつくる会』は、話し合いをしながら進化し
続ける住民自治型の地域福祉活動組織です。簡単には
真似できませんが、地域づくりの一つの将来像をイメー
ジするのに役立つでしょう」
――生活支援コーディネーター以外に、どういう人に参
加してほしいか
佐藤「関心のある人は誰でもですが、あえて言えば、介
護・福祉の専門職や生活支援体制整備を所管する行
政の方に来てほしいと思います。住民主体の地域づくり
は、生活支援の仕組みづくりからではなく、まずお宝を
生かすところから考えるべきだということ、そのために生
活支援コーディネーターが地域に入るのだということを
知ってほしいんです」

事務局を務める宮城県社協の佐藤正さんと菊池琴美さん

セミナーに関する問い合わせは事務局まで（仙台市青葉区本町
３‐７‐４宮城県社会福祉会館３階、電話０２２‐２６６‐２６２１）

宮城県内外の
生活支援コーディネーターおよび協議体の
取り組みを発信しながら、
住民や専門職・関係機関の意識を高め、
最後まで住み慣れた地域で暮らし続ける
社会づくりを目指します。
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住み慣れた地域で暮らし続けるためのお宝探し情報紙

住 み 慣 れ た 地 域 で 暮 ら し 続 け る た め の お 宝 探 し 情 報 紙

バックナンバーがホームページで読めます   http://www.clc-japan.com/sasaeai_m/
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「
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
な
る

と
、
そ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
、
見

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　
髙
橋
由
利
さ
ん
は
、
２
０
０
５
年
か
ら
市

社
会
福
祉
協
議
会
の
職
員
と
し
て
、
地
域
福

祉
を
目
的
と
す
る
行
政
区
単
位
の
住
民
組

織
「
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
」
の
立
ち
上
げ

と
活
動
支
援
に
携
わ
っ
て
き
た
。
２
０
１
８

年
４
月
に
若
柳
担
当
の
第
２
層
生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
就
任
す
る
と
、
地
区

社
協
の
よ
う
な
組
織
の
枠
組
み
に
と
ら
わ

れ
ず
、
住
民
と
の
関
わ
り
の
幅
を
広
げ
て
い

く
。
具
体
的
に
は
、
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
場
だ

け
で
な
く
、
家
で
の
少
人
数
の
お
茶
飲
み
な

ど
へ
も
入
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
が
、〝
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
見
え

る
〞
契
機
と
な
る
。

　
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
な
っ
て
ま
も
な

く
、
あ
る
高
齢
夫
妻
が
家
で
友
人
ら
と
お
茶

飲
み
を
し
て
い
る
と
聞
き
、
訪
ね
た
。

　
「
そ
の
お
宅
は
、
夫
婦
二
人
暮
ら
し
で
し

た
。
81
歳
の
ダ
ン
ナ
さ
ん
は
パ
ー
キ
ン
ソ
ン

病
の
た
め
寝
た
き
り
で
、
79
歳
の
奥
さ
ん
が

一
人
で
介
護
し
て
た
ん
で
す
」

　
夫
は
体
を
動
か
す
こ
と
も
、
し
ゃ
べ
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
要
介
護
度
は
最
も
重
い

「
５
」
。

　
「
奥
さ
ん
は
、
あ
く
ま
で
も
在
宅
介
護
を

続
け
る
覚
悟
で
し
た
」

　
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
看
護
・
医
療
と
訪
問

入
浴
以
外
、
利
用
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
そ
の
家
に
少
な
く
と
も
週
に
１
度
、
70
〜

90
歳
代
の
女
性
た
ち
３
、
４
人
が
や
っ
て
来

て
、
お
茶
飲
み
や
食
事
を
と
も
に
す
る
。

　
「
皆
さ
ん
同
じ
コ
ー
ラ
ス
サ
ー
ク
ル
の
仲

間
で
、
奥
さ
ん
が
介
護
の
た
め
に
週
１
回
の

サ
ー
ク
ル
活
動
に
出
ら
れ
な
く
な
る
と
、
仲

間
が
夫
婦
の
家
で
お
茶
飲
み
を
す
る
よ
う

に
な
っ
た
そ
う
で
す
」

　
そ
の
楽
し
い
ひ
と
と
き
が
、
妻
の
精
神
的

な
支
え
に
な
っ
て
い
る
と
、
髙
橋
さ
ん
は
見

抜
い
た
。

　
女
性
た
ち
は
、
居
間
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ

る
夫
に
も
よ
く
話
し
か
け
た
。
た
と
え
会
話

が
で
き
な
く
と
も
、
夫
は
お
茶
飲
み
仲
間
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
よ
う

だ
っ
た
。

　
家
の
玄
関
を
入
る
と
す
ぐ
居
間
で
、
夫
の

ベ
ッ
ド
は
玄
関
か
ら
よ
く
見
え
る
場
所
に

あ
っ
た
。
来
客
は
友
人
だ
ろ
う
と
配
達
員
だ

ろ
う
と
、
必
ず
夫
の
姿
を
見
、
声
を
か
け
て

い
た
。

　
「
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
乗
せ
る
都
合
も
あ

る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
地
域
と
の

つ
な
が
り
を
絶
た
な
い
よ
う
に
す
る
工
夫

だ
っ
た
ん
で
す
」

　
一
昨
年
６
月
、
夫
は
自
宅
で
息
を
引
き

取
っ
た
。

　
髙
橋
さ
ん
に
よ
る
と
、
お
茶
飲
み
は
い
ま

も
続
い
て
い
る
。
残
さ
れ
た
妻
の
ほ
か
に
も

一
人
暮
ら
し
の
人
や
、
高
齢
を
理
由
に
サ
ー

ク
ル
を
辞
め
た
人
も
い
る
。
そ
れ
で
も
お
茶

飲
み
で
つ
な
が
り
、
お
互
い
を
見
守
り
合

う
。

　
「
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
家
で
暮
ら
す
、
つ
な
が

り
を
切
ら
な
い
、
孤
立
さ
せ
な
い
っ
て
、
こ

う
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
」

　
高
齢
で
も
体
が
不
自
由
で
も
、
住
み
慣
れ

た
家
で
最
後
ま
で
暮
ら
す
た
め
に
は
、
住
民

同
士
の
つ
な
が
り
こ
そ
重
要
―
―
そ
の
事
実

に
目
を
開
か
さ
れ
る
出
来
事
は
、
ほ
か
に
も

あ
っ
た
。

　
若
柳
の
農
村
集
落
の
一
つ
、
米
ケ
浦
一
区

東
地
区
。
月
に
１
度
、
集
会
施
設
で
親
睦
サ

ロ
ン
が
開
か
れ
る
。
名
称
は
「
東
お
茶
っ
こ

会
」（
囲
み
記
事
）
。

　
髙
橋
さ
ん
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
就
任

以
前
の
２
０
１
３
年
、
市
社
協
が
推
進
す
る

小
地
域
福
祉
活
動
の
普
及
啓
発
事
業
を
通

じ
て
同
会
を
知
る
。
以
来
、
毎
年
数
回
は
会

に
赴
き
、
関
係
を
維
持
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
な
っ
て
か
ら
は
、
会
の
仲
間
が
日
常

的
に
お
互
い
の
家
を
行
き
来
し
、
お
茶
飲
み

や
お
す
そ
分
け
を
し
た
り
、
買
い
も
の
を
頼

ん
だ
り
頼
ま
れ
た
り
、
車
の
相
乗
り
で
移
動

を
助
け
合
っ
た
り
す
る
様
子
も
つ
ぶ
さ
に
取

材
。
月
１
回
の
サ
ロ
ン
だ
け
で
な
く
、
近
所

付
き
合
い
と
日
常
の
支
え
合
い
も
貴
重
な
地

域
資
源
（
＝
地
域
の
お
宝
）
と
知
っ
た
。

　
ち
な
み
に
会
の
活
動
は
「
原
則
と
し
て
お

茶
飲
み
、
食
事
、
昼
寝
、
そ
し
て
お
し
ゃ
べ

り
だ
け
」（
髙
橋
さ
ん
）
。
体
操
や
脳
ト
レ

の
苦
手
な
人
も
気
軽
に
参
加
で
き
る
。

　
昨
年
１
月
、
会
の
仲
間
で
一
人
暮
ら
し
の

女
性
（
89
歳
）
が
、
救
急
搬
送
さ
れ
た
。
遠

方
に
い
る
親
族
が
電
話
応
答
が
な
い
の
を
不

審
に
思
い
、
近
所
の
仲
間
に
連
絡
。
様
子
を

見
に
行
っ
て
も
ら
う
と
、
体
調
を
崩
し
て
寝

込
ん
で
い
た
。
１
か
月
ほ
ど
入
院
。
退
院
に

際
し
、
親
族
や
専
門
職
は
「
一
人
暮
ら
し
は

難
し
い
」
と
判
断
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
へ
入

居
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
人
は
自
宅
に
戻

る
こ
と
を
強
く
希
望
。
し
ば
し
ば
面
会
に
訪

れ
て
い
た
仲
間
た
ち
は
、
そ
の
願
い
を
か
な

え
よ
う
と
、
女
性
が
自
宅
に
戻
っ
た
と
き
に

は
見
守
り
を
頻
繁
に
行
う
こ
と
を
申
し
合

わ
せ
た
。
こ
れ
に
親
族
も
理
解
を
示
し
、
女

性
は
３
か
月
後
に
在
宅
復
帰
を
果
た
し
た
。

　
一
連
の
動
き
の
な
か
で
会
の
代
表
、
鈴
木

ち
よ
の
さ
ん
（
78
歳
）
は
、
こ
と
あ
る
ご
と

に
市
社
協
若
柳
支
所
を
訪
れ
、
髙
橋
さ
ん
に

状
況
を
知
ら
せ
、
助
言
を
求
め
た
。
髙
橋
さ

ん
は
「
本
人
が
ど
う
し
た
い
か
を
よ
く
聞

き
、
皆
さ
ん
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え
ま

し
ょ
う
」
と
あ
え
て
具
体
策
は
提
示
せ
ず
、

話
し
合
い
を
促
し
た
。
こ
れ
が
、
会
を
小
さ

な
協
議
体
に
変
え
た
。
在
宅
復
帰
は
、
仲
間

た
ち
が
自
主
的
に
対
応
を
話
し
合
い
、
実
践

し
た
成
果
だ
が
、
時
間
を
掛
け
て
信
頼
関
係

を
築
い
て
き
た
髙
橋
さ
ん
の
適
切
な
関
与

が
、
住
民
の
力
を
引
き
出
し
た
面
も
あ
る
だ

ろ
う
。

　
こ
の
ほ
か
髙
橋
さ
ん
は
、
郷
土
料
理
を
学

ぼ
う
と
す
る
地
元
高
校
生
と
会
を
引
き
合

わ
せ
た
り
、
「
と
き
に
は
美
し
く
装
い
た

い
」
と
い
う
会
の
女
性
た
ち
の
要
望
に
応

じ
、
協
力
し
て
く
れ
る
美
容
師
を
探
し
て
化

粧
教
室
を
開
く
な
ど
、
新
た
な
つ
な
が
り
を

育
む
試
み
も
行
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
「
地
域
の
お
宝
」
の
掘
り
起
こ

し
と
そ
の
後
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、
築
館

地
区
担
当
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
、
第
２

層
の
ま
と
め
役
で
も
あ
る
細
川
律
子
さ
ん
は

「
ち
ょ
っ
と
し
た
手
が
か
り
か
ら
お
宝
を
見

つ
け
、
良
好
な
関
係
を
持
ち
、
さ
ら
に
人
や

場
を
つ
な
げ
て
い
く
髙
橋
さ
ん
の
感
性
と
手

腕
は
す
ば
ら
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
　

　
10
人
い
る
第
２
層
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

は
、
月
に
１
度
は
定
例
会
議
で
顔
を
合
わ
せ

る
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み
を
共
有
し
、

学
び
合
え
る
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
強
み
で
も

あ
る
ん
で
す
」（
細
川
さ
ん
）

　
第
１
層
を
所
管
す
る
市
介
護
福
祉
課
と

も
隔
月
で
会
議
を
開
き
、
全
体
的
な
情
報

共
有
と
生
活
支
援
体
制
整
備
の
方
針
な
ど

を
検
討
、
確
認
す
る
。

　
一
般
市
民
向
け
の
情
報
発
信
と
し
て
は
、

市
社
協
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
年
４
回
発
行
の

体
制
整
備
情
報
誌
で
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
活
動
や
地
域
の
お
宝
、
協
議
体
の
運
営
状

況
な
ど
を
紹
介
。
昨
年
11
月
に
は
市
民
４
０

０
人
あ
ま
り
を
集
め
、
市
主
催
の
お
宝
発
表

イ
ベ
ン
ト
も
開
い
た
。
ま
た
、
第
２
層
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
地
区
社
協
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
、
民
生
・
児
童
委
員
協
議

会
な
ど
の
会
合
や
サ
ロ
ン
に
出
向
き
、
体
制

整
備
の
解
説
や
活
動
報
告
を
行
う
。

　
「
ま
ず
は
お
宝
を
『
見
え
る
化
』
し
、
理

解
を
広
め
た
い
」
と
髙
橋
さ
ん
。
将
来
に
向

け
て
は
「
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
自
分
の

お
宝
を
持
て
る
よ
う
に
な
れ
ば
」
と
抱
負
を

語
っ
て
く
れ
た
。

　
髙
橋
さ
ん
は
栗
原
市
築
館
地
区
出
身
、

在
住
の
52
歳
。
長
く
東
京
や
大
阪
で
暮
ら

し
、
20
年
ほ
ど
前
に
帰
郷
し
た
。「
離
れ
て

い
た
か
ら
こ
そ
栗
原
の
い
い
と
こ
ろ
が
見
え

る
」
。
２
０
１
５
年
か
ら
栗
駒
山
麓
ジ
オ

パ
ー
ク
の
公
認
ガ
イ
ド
を
務
め
る
。
生
活
支

援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
仕
事
は
「
地
域
の

課
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
い
い
と
こ
ろ
を
探

す
。
天
職
と
思
っ
た
」
。
栗
原
の
美
し
い
自

然
と
、
支
え
合
え
る
住
民
関
係
の
ガ
イ
ド
と

な
り
、
誰
も
が
住
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
え
る

地
域
を
目
指
す
。

髙橋由利さん（伊豆沼を望む高台で）

市社協若柳支所で住民らと歓談する髙橋由利さん（左端）

要
介
護
５
で
も
お
茶
飲
み
仲
間

お
茶
飲
み
場
が
協
議
体
に
な
る

利

生
活

支
援コ
ーディネーター

に
聞
く

「まちづくりの「まちづくりの

今」今」8

【くりはらし】人口６万7220人（２万4929世帯）、高齢化率39.１％（2019年11月末）。市域は旧
町村10地区に大別され、生活支援体制整備事業の第２層（日常生活圏域）を構成。生活支援
コーディネーターは、第１層を市介護福祉課が組織として担い、第２層は市社会福祉協議会が
各地区に１人ずつ配置。協議体は、第１層を同課が所管、第２層は各地区のコーディネーター
が運営する。第２層コーディネーターは月例会議で、市と市社協は隔月の連絡会議で情報共有
と活動方針の確認などを行う。

栗原市

栗原市
若柳地区在宅も看取りも

「つながり」が
あればこそ

髙橋由利さん

【東お茶っこ会】若柳の米ケ浦一区
東地区で毎月第３日曜に開かれる
親睦サロン。メンバーは60～80歳
代の女性13人で、元々お茶飲みや
おすそ分けを頻繁にする間柄。代

表の鈴木ちよのさん（78歳）が2012年12月、夫を亡くした友人を励まそうと集会施設
での親睦会を呼びかけたのが始まり。菓子や漬け物、手料理を持ち寄って午前９時頃
から午後４時頃までともに過ごす。介護施設に入居した仲間の在宅復帰の希望を、会
を挙げての見守り態勢で実現させた。

わがまちの

「まちづくりの「まちづくりの今」今」8
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「
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
な
る

と
、
そ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
、
見

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　
髙
橋
由
利
さ
ん
は
、
２
０
０
５
年
か
ら
市

社
会
福
祉
協
議
会
の
職
員
と
し
て
、
地
域
福

祉
を
目
的
と
す
る
行
政
区
単
位
の
住
民
組

織
「
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
」
の
立
ち
上
げ

と
活
動
支
援
に
携
わ
っ
て
き
た
。
２
０
１
８

年
４
月
に
若
柳
担
当
の
第
２
層
生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
就
任
す
る
と
、
地
区

社
協
の
よ
う
な
組
織
の
枠
組
み
に
と
ら
わ

れ
ず
、
住
民
と
の
関
わ
り
の
幅
を
広
げ
て
い

く
。
具
体
的
に
は
、
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
場
だ

け
で
な
く
、
家
で
の
少
人
数
の
お
茶
飲
み
な

ど
へ
も
入
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
が
、〝
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
見
え

る
〞
契
機
と
な
る
。

　
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
な
っ
て
ま
も
な

く
、
あ
る
高
齢
夫
妻
が
家
で
友
人
ら
と
お
茶

飲
み
を
し
て
い
る
と
聞
き
、
訪
ね
た
。

　
「
そ
の
お
宅
は
、
夫
婦
二
人
暮
ら
し
で
し

た
。
81
歳
の
ダ
ン
ナ
さ
ん
は
パ
ー
キ
ン
ソ
ン

病
の
た
め
寝
た
き
り
で
、
79
歳
の
奥
さ
ん
が

一
人
で
介
護
し
て
た
ん
で
す
」

　
夫
は
体
を
動
か
す
こ
と
も
、
し
ゃ
べ
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
要
介
護
度
は
最
も
重
い

「
５
」
。

　
「
奥
さ
ん
は
、
あ
く
ま
で
も
在
宅
介
護
を

続
け
る
覚
悟
で
し
た
」

　
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
看
護
・
医
療
と
訪
問

入
浴
以
外
、
利
用
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
そ
の
家
に
少
な
く
と
も
週
に
１
度
、
70
〜

90
歳
代
の
女
性
た
ち
３
、
４
人
が
や
っ
て
来

て
、
お
茶
飲
み
や
食
事
を
と
も
に
す
る
。

　
「
皆
さ
ん
同
じ
コ
ー
ラ
ス
サ
ー
ク
ル
の
仲

間
で
、
奥
さ
ん
が
介
護
の
た
め
に
週
１
回
の

サ
ー
ク
ル
活
動
に
出
ら
れ
な
く
な
る
と
、
仲

間
が
夫
婦
の
家
で
お
茶
飲
み
を
す
る
よ
う

に
な
っ
た
そ
う
で
す
」

　
そ
の
楽
し
い
ひ
と
と
き
が
、
妻
の
精
神
的

な
支
え
に
な
っ
て
い
る
と
、
髙
橋
さ
ん
は
見

抜
い
た
。

　
女
性
た
ち
は
、
居
間
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ

る
夫
に
も
よ
く
話
し
か
け
た
。
た
と
え
会
話

が
で
き
な
く
と
も
、
夫
は
お
茶
飲
み
仲
間
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
よ
う

だ
っ
た
。

　
家
の
玄
関
を
入
る
と
す
ぐ
居
間
で
、
夫
の

ベ
ッ
ド
は
玄
関
か
ら
よ
く
見
え
る
場
所
に

あ
っ
た
。
来
客
は
友
人
だ
ろ
う
と
配
達
員
だ

ろ
う
と
、
必
ず
夫
の
姿
を
見
、
声
を
か
け
て

い
た
。

　
「
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
乗
せ
る
都
合
も
あ

る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
地
域
と
の

つ
な
が
り
を
絶
た
な
い
よ
う
に
す
る
工
夫

だ
っ
た
ん
で
す
」

　
一
昨
年
６
月
、
夫
は
自
宅
で
息
を
引
き

取
っ
た
。

　
髙
橋
さ
ん
に
よ
る
と
、
お
茶
飲
み
は
い
ま

も
続
い
て
い
る
。
残
さ
れ
た
妻
の
ほ
か
に
も

一
人
暮
ら
し
の
人
や
、
高
齢
を
理
由
に
サ
ー

ク
ル
を
辞
め
た
人
も
い
る
。
そ
れ
で
も
お
茶

飲
み
で
つ
な
が
り
、
お
互
い
を
見
守
り
合

う
。

　
「
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
家
で
暮
ら
す
、
つ
な
が

り
を
切
ら
な
い
、
孤
立
さ
せ
な
い
っ
て
、
こ

う
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
」

　
高
齢
で
も
体
が
不
自
由
で
も
、
住
み
慣
れ

た
家
で
最
後
ま
で
暮
ら
す
た
め
に
は
、
住
民

同
士
の
つ
な
が
り
こ
そ
重
要
―
―
そ
の
事
実

に
目
を
開
か
さ
れ
る
出
来
事
は
、
ほ
か
に
も

あ
っ
た
。

　
若
柳
の
農
村
集
落
の
一
つ
、
米
ケ
浦
一
区

東
地
区
。
月
に
１
度
、
集
会
施
設
で
親
睦
サ

ロ
ン
が
開
か
れ
る
。
名
称
は
「
東
お
茶
っ
こ

会
」（
囲
み
記
事
）
。

　
髙
橋
さ
ん
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
就
任

以
前
の
２
０
１
３
年
、
市
社
協
が
推
進
す
る

小
地
域
福
祉
活
動
の
普
及
啓
発
事
業
を
通

じ
て
同
会
を
知
る
。
以
来
、
毎
年
数
回
は
会

に
赴
き
、
関
係
を
維
持
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
な
っ
て
か
ら
は
、
会
の
仲
間
が
日
常

的
に
お
互
い
の
家
を
行
き
来
し
、
お
茶
飲
み

や
お
す
そ
分
け
を
し
た
り
、
買
い
も
の
を
頼

ん
だ
り
頼
ま
れ
た
り
、
車
の
相
乗
り
で
移
動

を
助
け
合
っ
た
り
す
る
様
子
も
つ
ぶ
さ
に
取

材
。
月
１
回
の
サ
ロ
ン
だ
け
で
な
く
、
近
所

付
き
合
い
と
日
常
の
支
え
合
い
も
貴
重
な
地

域
資
源
（
＝
地
域
の
お
宝
）
と
知
っ
た
。

　
ち
な
み
に
会
の
活
動
は
「
原
則
と
し
て
お

茶
飲
み
、
食
事
、
昼
寝
、
そ
し
て
お
し
ゃ
べ

り
だ
け
」（
髙
橋
さ
ん
）
。
体
操
や
脳
ト
レ

の
苦
手
な
人
も
気
軽
に
参
加
で
き
る
。

　
昨
年
１
月
、
会
の
仲
間
で
一
人
暮
ら
し
の

女
性
（
89
歳
）
が
、
救
急
搬
送
さ
れ
た
。
遠

方
に
い
る
親
族
が
電
話
応
答
が
な
い
の
を
不

審
に
思
い
、
近
所
の
仲
間
に
連
絡
。
様
子
を

見
に
行
っ
て
も
ら
う
と
、
体
調
を
崩
し
て
寝

込
ん
で
い
た
。
１
か
月
ほ
ど
入
院
。
退
院
に

際
し
、
親
族
や
専
門
職
は
「
一
人
暮
ら
し
は

難
し
い
」
と
判
断
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
へ
入

居
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
人
は
自
宅
に
戻

る
こ
と
を
強
く
希
望
。
し
ば
し
ば
面
会
に
訪

れ
て
い
た
仲
間
た
ち
は
、
そ
の
願
い
を
か
な

え
よ
う
と
、
女
性
が
自
宅
に
戻
っ
た
と
き
に

は
見
守
り
を
頻
繁
に
行
う
こ
と
を
申
し
合

わ
せ
た
。
こ
れ
に
親
族
も
理
解
を
示
し
、
女

性
は
３
か
月
後
に
在
宅
復
帰
を
果
た
し
た
。

　
一
連
の
動
き
の
な
か
で
会
の
代
表
、
鈴
木

ち
よ
の
さ
ん
（
78
歳
）
は
、
こ
と
あ
る
ご
と

に
市
社
協
若
柳
支
所
を
訪
れ
、
髙
橋
さ
ん
に

状
況
を
知
ら
せ
、
助
言
を
求
め
た
。
髙
橋
さ

ん
は
「
本
人
が
ど
う
し
た
い
か
を
よ
く
聞

き
、
皆
さ
ん
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え
ま

し
ょ
う
」
と
あ
え
て
具
体
策
は
提
示
せ
ず
、

話
し
合
い
を
促
し
た
。
こ
れ
が
、
会
を
小
さ

な
協
議
体
に
変
え
た
。
在
宅
復
帰
は
、
仲
間

た
ち
が
自
主
的
に
対
応
を
話
し
合
い
、
実
践

し
た
成
果
だ
が
、
時
間
を
掛
け
て
信
頼
関
係

を
築
い
て
き
た
髙
橋
さ
ん
の
適
切
な
関
与

が
、
住
民
の
力
を
引
き
出
し
た
面
も
あ
る
だ

ろ
う
。

　
こ
の
ほ
か
髙
橋
さ
ん
は
、
郷
土
料
理
を
学

ぼ
う
と
す
る
地
元
高
校
生
と
会
を
引
き
合

わ
せ
た
り
、
「
と
き
に
は
美
し
く
装
い
た

い
」
と
い
う
会
の
女
性
た
ち
の
要
望
に
応

じ
、
協
力
し
て
く
れ
る
美
容
師
を
探
し
て
化

粧
教
室
を
開
く
な
ど
、
新
た
な
つ
な
が
り
を

育
む
試
み
も
行
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
「
地
域
の
お
宝
」
の
掘
り
起
こ

し
と
そ
の
後
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、
築
館

地
区
担
当
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
、
第
２

層
の
ま
と
め
役
で
も
あ
る
細
川
律
子
さ
ん
は

「
ち
ょ
っ
と
し
た
手
が
か
り
か
ら
お
宝
を
見

つ
け
、
良
好
な
関
係
を
持
ち
、
さ
ら
に
人
や

場
を
つ
な
げ
て
い
く
髙
橋
さ
ん
の
感
性
と
手

腕
は
す
ば
ら
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
　

　
10
人
い
る
第
２
層
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

は
、
月
に
１
度
は
定
例
会
議
で
顔
を
合
わ
せ

る
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み
を
共
有
し
、

学
び
合
え
る
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
強
み
で
も

あ
る
ん
で
す
」（
細
川
さ
ん
）

　
第
１
層
を
所
管
す
る
市
介
護
福
祉
課
と

も
隔
月
で
会
議
を
開
き
、
全
体
的
な
情
報

共
有
と
生
活
支
援
体
制
整
備
の
方
針
な
ど

を
検
討
、
確
認
す
る
。

　
一
般
市
民
向
け
の
情
報
発
信
と
し
て
は
、

市
社
協
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
年
４
回
発
行
の

体
制
整
備
情
報
誌
で
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
活
動
や
地
域
の
お
宝
、
協
議
体
の
運
営
状

況
な
ど
を
紹
介
。
昨
年
11
月
に
は
市
民
４
０

０
人
あ
ま
り
を
集
め
、
市
主
催
の
お
宝
発
表

イ
ベ
ン
ト
も
開
い
た
。
ま
た
、
第
２
層
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
地
区
社
協
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
、
民
生
・
児
童
委
員
協
議

会
な
ど
の
会
合
や
サ
ロ
ン
に
出
向
き
、
体
制

整
備
の
解
説
や
活
動
報
告
を
行
う
。

　
「
ま
ず
は
お
宝
を
『
見
え
る
化
』
し
、
理

解
を
広
め
た
い
」
と
髙
橋
さ
ん
。
将
来
に
向

け
て
は
「
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
自
分
の

お
宝
を
持
て
る
よ
う
に
な
れ
ば
」
と
抱
負
を

語
っ
て
く
れ
た
。

　
髙
橋
さ
ん
は
栗
原
市
築
館
地
区
出
身
、

在
住
の
52
歳
。
長
く
東
京
や
大
阪
で
暮
ら

し
、
20
年
ほ
ど
前
に
帰
郷
し
た
。「
離
れ
て

い
た
か
ら
こ
そ
栗
原
の
い
い
と
こ
ろ
が
見
え

る
」
。
２
０
１
５
年
か
ら
栗
駒
山
麓
ジ
オ

パ
ー
ク
の
公
認
ガ
イ
ド
を
務
め
る
。
生
活
支

援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
仕
事
は
「
地
域
の

課
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
い
い
と
こ
ろ
を
探

す
。
天
職
と
思
っ
た
」
。
栗
原
の
美
し
い
自

然
と
、
支
え
合
え
る
住
民
関
係
の
ガ
イ
ド
と

な
り
、
誰
も
が
住
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
え
る

地
域
を
目
指
す
。

髙橋由利さん（伊豆沼を望む高台で）

市社協若柳支所で住民らと歓談する髙橋由利さん（左端）

要
介
護
５
で
も
お
茶
飲
み
仲
間

お
茶
飲
み
場
が
協
議
体
に
な
る

利

生
活

支
援コ
ーディネーター

に

聞
く

「まちづくりの「まちづくりの

今」今」8

【くりはらし】人口６万7220人（２万4929世帯）、高齢化率39.１％（2019年11月末）。市域は旧
町村10地区に大別され、生活支援体制整備事業の第２層（日常生活圏域）を構成。生活支援
コーディネーターは、第１層を市介護福祉課が組織として担い、第２層は市社会福祉協議会が
各地区に１人ずつ配置。協議体は、第１層を同課が所管、第２層は各地区のコーディネーター
が運営する。第２層コーディネーターは月例会議で、市と市社協は隔月の連絡会議で情報共有
と活動方針の確認などを行う。

栗原市

栗原市
若柳地区在宅も看取りも

「つながり」が
あればこそ

髙橋由利さん

【東お茶っこ会】若柳の米ケ浦一区
東地区で毎月第３日曜に開かれる
親睦サロン。メンバーは60～80歳
代の女性13人で、元々お茶飲みや
おすそ分けを頻繁にする間柄。代

表の鈴木ちよのさん（78歳）が2012年12月、夫を亡くした友人を励まそうと集会施設
での親睦会を呼びかけたのが始まり。菓子や漬け物、手料理を持ち寄って午前９時頃
から午後４時頃までともに過ごす。介護施設に入居した仲間の在宅復帰の希望を、会
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おお 紹介紹介

3 MIYAGI まちづくりと地域支え合い vol.26



　
「
住
民
は
ず
っ
と
前
か
ら
福
祉
や
介
護
予

防
を
行
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　
蔵
王
町
の
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
、
小
野
聡
さ
ん
が
、
町
内
の
移
動
販
売

を
取
材
し
た
経
緯
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と

き
、
ふ
と
漏
ら
し
た
言
葉
だ
。

　
〝
行
っ
て
い
る
〞
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
、
住
民
主
体
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
立

ち
上
げ
済
み
、
で
は
な
く
、
何
気
な
い
日
々

の
営
み
に
福
祉
や
介
護
予
防
の
要
素
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
う
し
た
要
素

を
含
む
暮
ら
し
の
あ
り
方
や
住
民
活
動
が

「
地
域
の
お
宝
」
。

　
小
野
さ
ん
は
、
２
０
１
８
年
５
月
に
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
就
任
し
て
以
降
、
さ
ま
ざ

ま
な
お
宝
事
例
を
発
見
、
取
材
し
て
き
た
。

ブ
ロ
グ
や
小
冊
子
、
地
域
資
源
マ
ッ
プ
に
そ

の
情
報
を
掲
載
し
た
り
、
住
民
の
集
ま
り
に

出
向
い
て
報
告
す
る
な
ど
し
て
「
見
え
る

化
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
取
材
を
重
ね
る
う
ち
、「
お

宝
」
の
定
義
の
仕
方
に
疑
問
を
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
。「
住
民
の
生
活
の
一
部
を
切
り

取
っ
て
『
お
宝
』
と
言
う
だ
け
で
は
足
り
な

い
。
本
当
に
重
要
な
の
は
お
宝
を
生
み
出
す

住
民
同
士
の
つ
な
が
り
だ
と
思
う
ん
で
す
」

　
た
と
え
ば
、
お
茶
飲
み
を
し
な
が
ら
一
人

暮
ら
し
の
人
を
見
守
り
、
困
り
ご
と
が
あ
れ

ば
手
助
け
す
る
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

お
宝
事
例
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
。
し
か

し
、
そ
の
背
景
に
あ
る
つ
な
が
り
そ
の
も
の

は
、
見
え
に
く
い
。
お
宝
事
例
の
価
値
を
認

め
て
も
、
つ
な
が
り
と
い
う
本
質
が
見
落
と

さ
れ
て
は
意
味
が
な
い
。

　
〝
住
民
は
ず
っ
と
前
か
ら
〞
お
宝
と
し
て

の
場
や
支
え
合
い
を
育
ん
で
き
た
。
つ
な
が

り
が
あ
れ
ば
、
お
宝
は
自
然
に
生
ま
れ
て
く

る
。
地
域
づ
く
り
の
根
本
は
、
つ
な
が
り
づ

く
り
に
あ
る
。
星
々
を
つ
な
ぐ
と
星
座
に
な

る
よ
う
に
、
住
民
の
つ
な
が
り
か
ら
お
宝
が

浮
か
び
上
が
る
―
―
そ
ん
な
地
域
イ
メ
ー
ジ

の
共
有
が
求
め
ら
れ
る
。「
だ
か
ら
こ
そ
、

地
域
に
入
る
と
き
は
、
お
宝
事
例
を
探
す
と

と
も
に
、
つ
な
が
り
を
よ
く
見
る
よ
う
心
掛

け
て
い
ま
す
」

　
小
野
さ
ん
は
移
動
販
売
を
高
く
評
価
す

る
。
買
い
も
の
弱
者
対
策
だ
け
で
な
く
、
つ

な
が
り
づ
く
り
に
役
立
つ
か
ら
だ
。

　
小
野
さ
ん
に
よ
る
と
、
町
を
地
盤
と
す
る

移
動
販
売
は
２
店
（
２
０
１
９
年
12
月
時

点
）
。
い
ず
れ
も
福
祉
目
的
で
は
な
く
通
常

の
商
売
だ
が
、「
結
果
と
し
て
地
域
福
祉
に

大
き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
」

　
２
店
の
う
ち
１
店
は
、
固
定
の
店
舗
を
持

た
ず
、
移
動
販
売
を
専
門
に
す
る
「
あ
い
ざ

わ
魚
店
」（
次
頁
囲
み
記
事
）
。

　
同
店
の
移
動
販
売
は
、
空
き
地
や
駐
車

場
な
ど
に
停
車
し
て
店
を
開
く
場
合
と
、
客

先
を
戸
別
に
訪
問
す
る
場
合
の
両
方
が
あ

る
。
戸
別
訪
問
は
見
守
り
を
兼
ね
、
駐
車
場

な
ど
で
は
客
が
集
う
「
買
い
も
の
サ
ロ
ン
」

に
な
る
。

　
「
店
主
の
相
澤
幸
二
さ
ん
は
、
買
い
も
の

に
行
け
な
い
高
齢
者
が
増
え
て
い
る
の
を
肌

で
感
じ
取
り
、『
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
し

て
お
年
寄
り
の
暮
ら
し
を
支
え
た
い
、
お
客

さ
ん
の
喜
ぶ
顔
が
見
た
い
』
と
語
っ
て
く
れ

ま
し
た
」

　
客
の
ち
ょ
っ
と
し
た
困
り
ご
と
、
た
と
え

ば
衣
類
を
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
せ
な
い
、
引

き
取
り
に
行
け
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
れ

ば
、
無
償
で
代
行
。
地
区
の
人
間
関
係
を
把

握
し
た
う
え
で
「
あ
の
人
は
元
気
だ
よ
」
と

消
息
を
伝
え
た
り
、
町
や
地
区
の
さ
ま
ざ
ま

な
出
来
事
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
り
も
。

　
「
自
分
で
買
い
も
の
が
で
き
る
う
れ
し

さ
、
会
話
と
情
報
交
換
の
楽
し
さ
、
困
り
ご

と
を
聞
い
て
も
ら
え
る
頼
も
し
さ
。
福
祉
事

業
で
な
く
と
も
、
移
動
販
売
は
こ
ん
な
に
福

祉
的
な
活
動
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　
同
町
宮
地
区
の
集
落
の
一
つ
、
小
浜
川
原

に
毎
週
金
曜
の
正
午
ご
ろ
、
あ
い
ざ
わ
魚
店

が
来
る
。
合
図
の
音
楽
を
鳴
ら
し
て
空
き
地

に
ト
ラ
ッ
ク
が
停
ま
る
と
、
近
隣
の
家
々
か

ら
高
齢
の
女
性
た
ち
が
出
て
く
る
。
買
い
も

の
を
し
つ
つ
、
に
ぎ
や
か
に
会
話
を
交
わ

す
。「
あ
ら
○
○
さ
ん
来
な
い
ね
」「
歯
医

者
に
行
く
っ
て
」
と
い
っ
た
や
り
取
り
も
。

20
分
ほ
ど
の
間
、
静
か
な
集
落
の
一
角
に
活

気
が
満
ち
る
。

　
女
性
た
ち
は
買
い
も
の
と
昼
食
を
済
ま

せ
た
あ
と
、一
軒
の
家
に
集
ま
っ
て
手
工
芸

品
の
制
作
と
お
茶
飲
み
を
と
も
に
す
る
。
そ

の
金
曜
午
後
の
集
ま
り
は
「
小
浜
川
原
お
茶

飲
み
会
」
と
呼
ば
れ
る
。
会
員
は
近
所
に
住

む
60
〜
90
歳
代
の
女
性
７
人
。
小
野
さ
ん
が

掘
り
起
こ
し
た
お
宝
の
一
つ
だ
。

　
会
は
６
年
前
に
住
民
の
１
人
、
大
谷
久
美

子
さ
ん
（
68
歳
）
の
呼
び
か
け
で
結
成
。
最

初
の
２
年
間
は
大
谷
さ
ん
宅
を
活
動
拠
点

と
し
て
い
た
が
、
孫
が
生
ま
れ
る
な
ど
し
て

手
狭
と
な
り
、
す
ぐ
近
く
の
永
久
保
幸
子
さ

ん
（
90
歳
）
宅
に
拠
点
を
移
し
た
。
永
久
保

さ
ん
は
ひ
と
り
暮
ら
し
。「
み
ん
な
が
家
に

集
ま
っ
て
く
れ
る
と
楽
し
い
し
、
安
心
し
て

い
ら
れ
る
」
と
喜
ぶ
。
活
動
は
午
後
１
時
半

か
ら
４
時
ま
で
。
開
始
前
に
移
動
販
売
で
顔

を
合
わ
せ
る
の
は
、
プ
レ
・
イ
ベ
ン
ト
の
よ

う
な
も
の
。

　
同
店
が
こ
の
場
所
で
営
業
し
始
め
た
の
は

２
０
１
９
年
８
月
。
小
野
さ
ん
が
会
に
紹
介

し
、
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
。
お
宝
同
士
を

結
び
合
わ
せ
る
試
み
だ
っ
た
。

　
結
び
合
わ
せ
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
同
年
６
月
、
宮
地
区
の
商
店
街
で
音
楽

イ
ベ
ン
ト
が
開
か
る
際
、
チ
ケ
ッ
ト
と
し
て

来
場
者
に
革
製
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
が
渡
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
主
催
者
側
が
ブ
レ
ス
レ
ッ

ト
制
作
の
依
頼
先
を
探
し
て
い
る
と
知
っ
た

小
野
さ
ん
が
、
会
を
紹
介
。
会
は
制
作
を
引

き
受
け
、
イ
ベ
ン
ト
成
功
に
一
役
買
っ
た
。

　
一
昨
年
11
月
に
は
地
元
の
寺
で
、
初
め
て

会
単
独
の
作
品
展
示
会
を
開
催
。
こ
の
と
き

寺
と
会
を
つ
な
い
だ
の
も
小
野
さ
ん
。

　
ま
た
、
宮
城
県
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
養
成
研
修
（
実
践
講
座
１
‐
３
）
で
２

０
１
９
年
１
月
29
日
、
白
石
市
を
会
場
に

「
お
宝
発
表
会
」
が
開
か
れ
、
小
野
さ
ん
が

会
の
活
動
を
報
告
。
す
る
と
後
日
、
同
市
の

住
民
グ
ル
ー
プ
か
ら
「
ク
ラ
フ
ト
カ
ゴ
の
制

作
を
習
い
た
い
」
と
の
声
が
届
い
た
。
同
市

の
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
山
家
結

美
さ
ん
（
本
紙
23
号
に
記
事
）
と
連
携
、
両

者
の
交
流
を
お
膳
立
て
し
た
。

　
小
野
さ
ん
の
つ
な
が
り
への
こ
だ
わ
り
は
、

長
く
介
護
施
設
で
働
き
、ケ
ア
マ
ネ
ジャ
ー
な

ど
を
務
め
た
経
験
も
関
係
し
て
い
る
。

　
「
介
護
施
設
に
入
居
す
る
と
、
つ
な
が
り

が
切
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
間
関
係
は
施
設

職
員
と
家
族
だ
け
。
な
か
に
は
、
家
族
の
面

会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
人
も
」

　
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た

時
期
も
あ
っ
た
が
、
働
き
な
が
ら
社
会
福
祉

士
の
資
格
を
取
り
、
考
え
が
変
わ
っ
た
。

　
「
地
域
福
祉
の
概
念
を
改
め
て
学
び
、
視

野
が
広
が
り
ま
し
た
」

　
福
祉
は
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
は
な

く
、地
域
に
も
、住
民
の
暮
ら
し
の
な
か
に
も

あ
る
。「
介
護
の
現
場
経
験
を
踏
ま
え
て
地

域
づ
く
り
に
取
り
組
み
た
い
」と
生
活
支
援

コ
ー
ディ
ネ
ー
タ
ー
への
転
身
を
決
意
し
た
。

　
い
ま
の
目
標
の
一
つ
は
、
施
設
と
地
域
を

つ
な
ぐ
こ
と
。

　
「
お
茶
飲
み
仲
間
の
誰
か
が
施
設
に
入
っ

て
も
、
施
設
か
ら
仲
間
の
元
に
通
え
な
い

か
。
難
し
い
面
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
お
宝

同
士
を
つ
な
ぐ
み
た
い
に
、
施
設
と
地
域
を

つ
な
げ
ら
れ
た
ら
い
い
」

　
小
野
さ
ん
は
、
町
に
接
す
る
白
石
市
福
岡

地
区
出
身
、
在
住
の
46
歳
。
同
町
で
は
有
名

な
小
野
さ
つ
き
（
１
９
２
２
年
、
宮
小
学
校

に
訓
導
﹇
教
諭
﹈
と
し
て
赴
任
、
川
で
溺
れ

る
児
童
を
助
け
よ
う
と
21
歳
で
殉
職
）
の
親

戚
に
当
た
る
。「
こ
の
話
を
す
る
と
皆
さ
ん

驚
く
と
同
時
に
、
親
し
み
を
感
じ
て
く
れ
る

よ
う
で
す
。
お
か
げ
で
と
け
込
み
や
す
い
。

さ
つ
き
さ
ん
に
感
謝
で
す
」
。
そ
う
言
っ
て

笑
う
小
野
さ
ん
。
百
年
近
く
前
の
縁
に
も
助

け
ら
れ
な
が
ら
、
未
来
へ
と
向
か
う
つ
な
が

り
づ
く
り
の
歩
を
進
め
る
。

小野聡さん（同町社協の事務所内で）

移動販売で買いものをしていた高齢者に話を聞く小野聡さん（左）

お
宝
に
つ
な
が
り
を
見
る

お
宝
と
お
宝
を
結
び
合
わ
せ
る

ゆ
き 

こ

利

生
活

支
援コ
ーディネーター

に
聞
く

「まちづくりの「まちづくりの

今」今」９

【ざおうまち】人口１万1888人（4485世帯）、高齢化率36・8％（2019年10月末）。町域は３中学
校区、５小学校区、23行政区で構成。生活支援体制整備事業では町全体を日常生活圏域と
する。生活支援コーディネーターは町社会福祉協議会が１人を専任配置。協議体は町保健福
祉課が所管し、生活支援コーディネーターとともに事務局を務める。構成員は町・県社協を含む
介護、福祉関係団体および地域づくり団体の代表や住民代表など計14人。

蔵王町

蔵王町「福祉」は地域に、
暮らしのなかに

小野聡さん

【あいざわ魚店】蔵王町宮地区に
暮らす相澤幸二さん（73歳）が34
年前から妻と２人で経営する移動
販売専門店。新鮮な魚介類をはじ
め、惣菜や乾物、菓子・パン類、

飲料などを品ぞろえ。町とその周辺地域を巡回し、買いもの弱者の生活を支え
る。「楽しみに待っていてくれるお客さんがいる。それが励み」と相澤さん。「利
益より大事なものがある」と自主的に高齢者の見守りも行う。訪問先の家で倒れ
ている人を発見、住民と連携し一命を取り留めたことも。

わがまちの

「まちづくりの「まちづくりの今」今」９
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「
住
民
は
ず
っ
と
前
か
ら
福
祉
や
介
護
予

防
を
行
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　
蔵
王
町
の
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
、
小
野
聡
さ
ん
が
、
町
内
の
移
動
販
売

を
取
材
し
た
経
緯
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と

き
、
ふ
と
漏
ら
し
た
言
葉
だ
。

　
〝
行
っ
て
い
る
〞
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
、
住
民
主
体
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
立

ち
上
げ
済
み
、
で
は
な
く
、
何
気
な
い
日
々

の
営
み
に
福
祉
や
介
護
予
防
の
要
素
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
う
し
た
要
素

を
含
む
暮
ら
し
の
あ
り
方
や
住
民
活
動
が

「
地
域
の
お
宝
」
。

　
小
野
さ
ん
は
、
２
０
１
８
年
５
月
に
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
就
任
し
て
以
降
、
さ
ま
ざ

ま
な
お
宝
事
例
を
発
見
、
取
材
し
て
き
た
。

ブ
ロ
グ
や
小
冊
子
、
地
域
資
源
マ
ッ
プ
に
そ

の
情
報
を
掲
載
し
た
り
、
住
民
の
集
ま
り
に

出
向
い
て
報
告
す
る
な
ど
し
て
「
見
え
る

化
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
取
材
を
重
ね
る
う
ち
、「
お

宝
」
の
定
義
の
仕
方
に
疑
問
を
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
。「
住
民
の
生
活
の
一
部
を
切
り

取
っ
て
『
お
宝
』
と
言
う
だ
け
で
は
足
り
な

い
。
本
当
に
重
要
な
の
は
お
宝
を
生
み
出
す

住
民
同
士
の
つ
な
が
り
だ
と
思
う
ん
で
す
」

　
た
と
え
ば
、
お
茶
飲
み
を
し
な
が
ら
一
人

暮
ら
し
の
人
を
見
守
り
、
困
り
ご
と
が
あ
れ

ば
手
助
け
す
る
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

お
宝
事
例
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
。
し
か

し
、
そ
の
背
景
に
あ
る
つ
な
が
り
そ
の
も
の

は
、
見
え
に
く
い
。
お
宝
事
例
の
価
値
を
認

め
て
も
、
つ
な
が
り
と
い
う
本
質
が
見
落
と

さ
れ
て
は
意
味
が
な
い
。

　
〝
住
民
は
ず
っ
と
前
か
ら
〞
お
宝
と
し
て

の
場
や
支
え
合
い
を
育
ん
で
き
た
。
つ
な
が

り
が
あ
れ
ば
、
お
宝
は
自
然
に
生
ま
れ
て
く

る
。
地
域
づ
く
り
の
根
本
は
、
つ
な
が
り
づ

く
り
に
あ
る
。
星
々
を
つ
な
ぐ
と
星
座
に
な

る
よ
う
に
、
住
民
の
つ
な
が
り
か
ら
お
宝
が

浮
か
び
上
が
る
―
―
そ
ん
な
地
域
イ
メ
ー
ジ

の
共
有
が
求
め
ら
れ
る
。「
だ
か
ら
こ
そ
、

地
域
に
入
る
と
き
は
、
お
宝
事
例
を
探
す
と

と
も
に
、
つ
な
が
り
を
よ
く
見
る
よ
う
心
掛

け
て
い
ま
す
」

　
小
野
さ
ん
は
移
動
販
売
を
高
く
評
価
す

る
。
買
い
も
の
弱
者
対
策
だ
け
で
な
く
、
つ

な
が
り
づ
く
り
に
役
立
つ
か
ら
だ
。

　
小
野
さ
ん
に
よ
る
と
、
町
を
地
盤
と
す
る

移
動
販
売
は
２
店
（
２
０
１
９
年
12
月
時

点
）
。
い
ず
れ
も
福
祉
目
的
で
は
な
く
通
常

の
商
売
だ
が
、「
結
果
と
し
て
地
域
福
祉
に

大
き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
」

　
２
店
の
う
ち
１
店
は
、
固
定
の
店
舗
を
持

た
ず
、
移
動
販
売
を
専
門
に
す
る
「
あ
い
ざ

わ
魚
店
」（
次
頁
囲
み
記
事
）
。

　
同
店
の
移
動
販
売
は
、
空
き
地
や
駐
車

場
な
ど
に
停
車
し
て
店
を
開
く
場
合
と
、
客

先
を
戸
別
に
訪
問
す
る
場
合
の
両
方
が
あ

る
。
戸
別
訪
問
は
見
守
り
を
兼
ね
、
駐
車
場

な
ど
で
は
客
が
集
う
「
買
い
も
の
サ
ロ
ン
」

に
な
る
。

　
「
店
主
の
相
澤
幸
二
さ
ん
は
、
買
い
も
の

に
行
け
な
い
高
齢
者
が
増
え
て
い
る
の
を
肌

で
感
じ
取
り
、『
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
し

て
お
年
寄
り
の
暮
ら
し
を
支
え
た
い
、
お
客

さ
ん
の
喜
ぶ
顔
が
見
た
い
』
と
語
っ
て
く
れ

ま
し
た
」

　
客
の
ち
ょ
っ
と
し
た
困
り
ご
と
、
た
と
え

ば
衣
類
を
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
せ
な
い
、
引

き
取
り
に
行
け
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
れ

ば
、
無
償
で
代
行
。
地
区
の
人
間
関
係
を
把

握
し
た
う
え
で
「
あ
の
人
は
元
気
だ
よ
」
と

消
息
を
伝
え
た
り
、
町
や
地
区
の
さ
ま
ざ
ま

な
出
来
事
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
り
も
。

　
「
自
分
で
買
い
も
の
が
で
き
る
う
れ
し

さ
、
会
話
と
情
報
交
換
の
楽
し
さ
、
困
り
ご

と
を
聞
い
て
も
ら
え
る
頼
も
し
さ
。
福
祉
事

業
で
な
く
と
も
、
移
動
販
売
は
こ
ん
な
に
福

祉
的
な
活
動
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　
同
町
宮
地
区
の
集
落
の
一
つ
、
小
浜
川
原

に
毎
週
金
曜
の
正
午
ご
ろ
、
あ
い
ざ
わ
魚
店

が
来
る
。
合
図
の
音
楽
を
鳴
ら
し
て
空
き
地

に
ト
ラ
ッ
ク
が
停
ま
る
と
、
近
隣
の
家
々
か

ら
高
齢
の
女
性
た
ち
が
出
て
く
る
。
買
い
も

の
を
し
つ
つ
、
に
ぎ
や
か
に
会
話
を
交
わ

す
。「
あ
ら
○
○
さ
ん
来
な
い
ね
」「
歯
医

者
に
行
く
っ
て
」
と
い
っ
た
や
り
取
り
も
。

20
分
ほ
ど
の
間
、
静
か
な
集
落
の
一
角
に
活

気
が
満
ち
る
。

　
女
性
た
ち
は
買
い
も
の
と
昼
食
を
済
ま

せ
た
あ
と
、一
軒
の
家
に
集
ま
っ
て
手
工
芸

品
の
制
作
と
お
茶
飲
み
を
と
も
に
す
る
。
そ

の
金
曜
午
後
の
集
ま
り
は
「
小
浜
川
原
お
茶

飲
み
会
」
と
呼
ば
れ
る
。
会
員
は
近
所
に
住

む
60
〜
90
歳
代
の
女
性
７
人
。
小
野
さ
ん
が

掘
り
起
こ
し
た
お
宝
の
一
つ
だ
。

　
会
は
６
年
前
に
住
民
の
１
人
、
大
谷
久
美

子
さ
ん
（
68
歳
）
の
呼
び
か
け
で
結
成
。
最

初
の
２
年
間
は
大
谷
さ
ん
宅
を
活
動
拠
点

と
し
て
い
た
が
、
孫
が
生
ま
れ
る
な
ど
し
て

手
狭
と
な
り
、
す
ぐ
近
く
の
永
久
保
幸
子
さ

ん
（
90
歳
）
宅
に
拠
点
を
移
し
た
。
永
久
保

さ
ん
は
ひ
と
り
暮
ら
し
。「
み
ん
な
が
家
に

集
ま
っ
て
く
れ
る
と
楽
し
い
し
、
安
心
し
て

い
ら
れ
る
」
と
喜
ぶ
。
活
動
は
午
後
１
時
半

か
ら
４
時
ま
で
。
開
始
前
に
移
動
販
売
で
顔

を
合
わ
せ
る
の
は
、
プ
レ
・
イ
ベ
ン
ト
の
よ

う
な
も
の
。

　
同
店
が
こ
の
場
所
で
営
業
し
始
め
た
の
は

２
０
１
９
年
８
月
。
小
野
さ
ん
が
会
に
紹
介

し
、
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
。
お
宝
同
士
を

結
び
合
わ
せ
る
試
み
だ
っ
た
。

　
結
び
合
わ
せ
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
同
年
６
月
、
宮
地
区
の
商
店
街
で
音
楽

イ
ベ
ン
ト
が
開
か
る
際
、
チ
ケ
ッ
ト
と
し
て

来
場
者
に
革
製
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
が
渡
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
主
催
者
側
が
ブ
レ
ス
レ
ッ

ト
制
作
の
依
頼
先
を
探
し
て
い
る
と
知
っ
た

小
野
さ
ん
が
、
会
を
紹
介
。
会
は
制
作
を
引

き
受
け
、
イ
ベ
ン
ト
成
功
に
一
役
買
っ
た
。

　
一
昨
年
11
月
に
は
地
元
の
寺
で
、
初
め
て

会
単
独
の
作
品
展
示
会
を
開
催
。
こ
の
と
き

寺
と
会
を
つ
な
い
だ
の
も
小
野
さ
ん
。

　
ま
た
、
宮
城
県
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
養
成
研
修
（
実
践
講
座
１
‐
３
）
で
２

０
１
９
年
１
月
29
日
、
白
石
市
を
会
場
に

「
お
宝
発
表
会
」
が
開
か
れ
、
小
野
さ
ん
が

会
の
活
動
を
報
告
。
す
る
と
後
日
、
同
市
の

住
民
グ
ル
ー
プ
か
ら
「
ク
ラ
フ
ト
カ
ゴ
の
制

作
を
習
い
た
い
」
と
の
声
が
届
い
た
。
同
市

の
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
山
家
結

美
さ
ん
（
本
紙
23
号
に
記
事
）
と
連
携
、
両

者
の
交
流
を
お
膳
立
て
し
た
。

　
小
野
さ
ん
の
つ
な
が
り
への
こ
だ
わ
り
は
、

長
く
介
護
施
設
で
働
き
、ケ
ア
マ
ネ
ジャ
ー
な

ど
を
務
め
た
経
験
も
関
係
し
て
い
る
。

　
「
介
護
施
設
に
入
居
す
る
と
、
つ
な
が
り

が
切
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
間
関
係
は
施
設

職
員
と
家
族
だ
け
。
な
か
に
は
、
家
族
の
面

会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
人
も
」

　
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た

時
期
も
あ
っ
た
が
、
働
き
な
が
ら
社
会
福
祉

士
の
資
格
を
取
り
、
考
え
が
変
わ
っ
た
。

　
「
地
域
福
祉
の
概
念
を
改
め
て
学
び
、
視

野
が
広
が
り
ま
し
た
」

　
福
祉
は
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
は
な

く
、地
域
に
も
、住
民
の
暮
ら
し
の
な
か
に
も

あ
る
。「
介
護
の
現
場
経
験
を
踏
ま
え
て
地

域
づ
く
り
に
取
り
組
み
た
い
」と
生
活
支
援

コ
ー
ディ
ネ
ー
タ
ー
への
転
身
を
決
意
し
た
。

　
い
ま
の
目
標
の
一
つ
は
、
施
設
と
地
域
を

つ
な
ぐ
こ
と
。

　
「
お
茶
飲
み
仲
間
の
誰
か
が
施
設
に
入
っ

て
も
、
施
設
か
ら
仲
間
の
元
に
通
え
な
い

か
。
難
し
い
面
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
お
宝

同
士
を
つ
な
ぐ
み
た
い
に
、
施
設
と
地
域
を

つ
な
げ
ら
れ
た
ら
い
い
」

　
小
野
さ
ん
は
、
町
に
接
す
る
白
石
市
福
岡

地
区
出
身
、
在
住
の
46
歳
。
同
町
で
は
有
名

な
小
野
さ
つ
き
（
１
９
２
２
年
、
宮
小
学
校

に
訓
導
﹇
教
諭
﹈
と
し
て
赴
任
、
川
で
溺
れ

る
児
童
を
助
け
よ
う
と
21
歳
で
殉
職
）
の
親

戚
に
当
た
る
。「
こ
の
話
を
す
る
と
皆
さ
ん

驚
く
と
同
時
に
、
親
し
み
を
感
じ
て
く
れ
る

よ
う
で
す
。
お
か
げ
で
と
け
込
み
や
す
い
。

さ
つ
き
さ
ん
に
感
謝
で
す
」
。
そ
う
言
っ
て

笑
う
小
野
さ
ん
。
百
年
近
く
前
の
縁
に
も
助

け
ら
れ
な
が
ら
、
未
来
へ
と
向
か
う
つ
な
が

り
づ
く
り
の
歩
を
進
め
る
。

小野聡さん（同町社協の事務所内で）

移動販売で買いものをしていた高齢者に話を聞く小野聡さん（左）

お
宝
に
つ
な
が
り
を
見
る

お
宝
と
お
宝
を
結
び
合
わ
せ
る

ゆ
き 

こ

利

生
活

支
援コ
ーディネーター

に

聞
く

「まちづくりの「まちづくりの

今」今」９

【ざおうまち】人口１万1888人（4485世帯）、高齢化率36・8％（2019年10月末）。町域は３中学
校区、５小学校区、23行政区で構成。生活支援体制整備事業では町全体を日常生活圏域と
する。生活支援コーディネーターは町社会福祉協議会が１人を専任配置。協議体は町保健福
祉課が所管し、生活支援コーディネーターとともに事務局を務める。構成員は町・県社協を含む
介護、福祉関係団体および地域づくり団体の代表や住民代表など計14人。

蔵王町

蔵王町「福祉」は地域に、
暮らしのなかに

小野聡さん

【あいざわ魚店】蔵王町宮地区に
暮らす相澤幸二さん（73歳）が34
年前から妻と２人で経営する移動
販売専門店。新鮮な魚介類をはじ
め、惣菜や乾物、菓子・パン類、

飲料などを品ぞろえ。町とその周辺地域を巡回し、買いもの弱者の生活を支え
る。「楽しみに待っていてくれるお客さんがいる。それが励み」と相澤さん。「利
益より大事なものがある」と自主的に高齢者の見守りも行う。訪問先の家で倒れ
ている人を発見、住民と連携し一命を取り留めたことも。

わがまちの

「まちづくりの「まちづくりの今」今」９

おお 紹介紹介
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「
川
が
あ
ふ
れ
始
め
た
の
は
平
日
の
午

後
。
若
い
人
は
町
場
へ
勤
め
に
出
て
い
て
、

集
落
に
は
主
婦
や
高
齢
者
、
体
の
不
自
由
な

人
ら
が
残
っ
て
い
た
（
※
町
の
高
齢
化
率
は

当
時
す
で
に
５
割
超
。
２
０
２
０
年
１
月
６

日
時
点
で
は
人
口
１
９
８
６
人
、
高
齢
化
率

60
・
５
％
）
。
そ
れ
で
も
犠
牲
者
が
出
な

か
っ
た
の
は
、
自
主
防
災
組
織
が
整
っ
て
い

た
か
ら
で
は
な
く
、
日
ご
ろ
の
お
茶
飲
み
な

ど
を
通
じ
て
住
民
同
士
が
よ
く
つ
な
が
っ
て

い
た
こ
と
が
大
き
い
」

　
「
川
が
危
険
な
状
態
だ
と
気
づ
い
た
人

が
、
避
難
を
呼
び
か
け
た
。
ど
の
家
に
ど
ん

な
人
が
い
て
、
手
助
け
が
必
要
な
人
は
誰

か
、
皆
わ
か
っ
て
い
た
。
す
ば
や
く
安
否
確

認
や
避
難
が
で
き
、
道
路
が
寸
断
さ
れ
避
難

所
へ
向
か
え
な
い
状
況
で
も
、
高
台
の
神
社

に
行
く
な
ど
、
相
談
し
合
っ
て
適
切
に
対
処

し
た
。
お
茶
飲
み
の
生
活
文
化
が
命
を
守
っ

た
と
さ
え
言
え
る
と
思
う
（
※
注
）
」

　
「
被
災
家
屋
の
片
付
け
な
ど
、
応
急
復
旧

に
も
日
ご
ろ
の
つ
な
が
り
が
威
力
を
発
揮
し

た
。
私
た
ち
が
３
日
後
に
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
を
運
営
し
始
め
た
こ
ろ
に
は
、

各
集
落
の
住
民
が
自
主
的
に
被
災
状
況
を
調

査
し
、
区
長
や
民
生
・
児
童
委
員
に
情
報
を

集
約
し
て
い
た
の
で
、
効
率
的
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
派
遣
で
き
た
。
『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
隣
に
は
来
て
、
う
ち
に
来
な
い
』
と
い
っ

た
苦
情
も
な
か
っ
た
。
住
民
も
自
主
的
に
被

ボランティアによる泥の撤去作業（写真提供：金山町社会福祉協議会）五十島寿子さん

災
家
屋
の
片
付
け
に
駆
け
付
け
た
。
私
の
家

は
１
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
床
上
浸
水
し
た
が
、
翌

日
に
は
近
所
の
人
た
ち
約
30
人
が
集
ま
っ
て

片
付
け
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
」

　
「
災
害
そ
の
も
の
の
記
録
は
多
い
が
、
お

茶
飲
み
な
ど
で
培
っ
た
つ
な
が
り
が
避
難
と

復
旧
に
役
立
っ
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
記
録

さ
れ
て
い
な
い
。
住
民
も
日
ご
ろ
の
お
茶
飲

み
な
ど
の
重
要
性
を
特
に
意
識
し
て
い
な

い
。
そ
の
あ
た
り
の
意
識
化
を
促
し
、
つ
な

が
り
を
保
っ
て
い
け
る
よ
う
あ
と
押
し
す
る

の
は
、
私
た
ち
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
の
仕
事
だ
と
思
う
」
　

　
「
災
害
に
強
い
集
落
づ
く
り
も
、
高
齢
で

も
暮
ら
し
や
す
い
集
落
づ
く
り
も
同
じ
。
日

ご
ろ
か
ら
声
を
交
わ
し
、
気
軽
に
家
を
行
き

来
で
き
る
関
係
が
鍵
だ
。
こ
と
の
本
質
は
、

生
活
支
援
や
自
主
防
災
の
仕
組
み
で
は
な

く
、
日
ご
ろ
の
つ
な
が
り
に
あ
る
」

　
「
災
害
時
こ
そ
私
た
ち
生
活
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
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。
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2019年度
第２回情報交換会を開催しました
　宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会議は、今年度２回目となる情報
交換会を県北・県央・県南の３か所で開催しました。ここでは、19年11月に登
米市で開催された県北部会場（９市町村から行政職員や生活支援コーディ
ネーターなど70人が出席）での活発な情報交換の一部を紹介します。

〇全課が集まり、勉強会を行っている。 
〇身近な担当部局との連携から広げていく。
〇職員が地域に出向けなくても、民生委員・児童委員やNPO、他部署の職員などがかかわった情報を把握するだけでも、連携になる。
〇行政と社協で一つの地域福祉計画をつくったことで、委託元と受託側の目的が一体となって事業を進めることができている。
〇行政と生活支援コーディネーター、地域包括支援センターで情報交換会を行っている。
〇地域ケア会議を利用するなど、生活支援コーディネーターと専門職で情報共有できる場があるといい。
〇体制整備事業だけで区切らず、大枠で捉えて介護事業などに広げると、生活支援コーディネーターが動きやすくなる。そうした雰囲気
を行政や地域包括支援センターがつくることも大事。

庁内（組織）内連携の効果的な進め方

〇２層協議体で移送サービスを始めようとしたがハードルが高かったため、方針を転換して遊休地でのグラウンドゴルフの実現を試み
ている。協議体は、形式に捉われずに進めて、できるところから取り組むことが大事。
〇地域の情報が得られる。地域性や課題を知ることができる。
〇専門職は介護保険や介護予防に目が行きがちだが、子どもを巻き込むべきとの声が協議体のメンバーからあがった。協議体でお互い
が思っていることを共有でき、気づきが得られる。
〇協議体の１～３層に行政職員が参加して、地域と行政とのつながりができている。
〇台風や水害を契機に、災害や地域について協議体で考えることにつながっている。
〇１層は、普及啓発や２層・３層をまとめる場としてはいいが、人数が多く、変動があるため、具体的な活動につなげるのが難しい。住民
主体の具体的な活動を目指していくのは、２層や３層が適している。
〇話し合うエリアの難しさ。生活の実情にあった小さな単位でなければ、住民が何に困っているか、どうやって暮らしたいかが見えない。
〇団体の代表である協議体の出席者から理解を得られても、そこからなかなか広がらない。
〇話はたくさん出るが、収集がつかない時がある。地域差が意見の違いに。

協議体や協議体のような話し合いの場で得られること、大変さ

自分の地域（お宝）自慢
〇老人会がなくなったことをきっかけに、会に所属していた仲間でお茶飲みを始め、組織によらない住民主体の集い場ができた。
〇休耕地での住民主体の農園づくりやお茶飲み。近隣の老人ホームの利用者も参加して、地域とのつながりや役割をもっている。
〇雪かきの住民ボランティアが自然発生的にできた。
〇住民有志で、単身世帯を気にかけ、修繕作業を無料でやっている。
〇地域支え合い協力員の存在。民生委員・児童委員との協力関係。
〇台風被害で設置された災害ボランティアセンターに、高齢の住民が大勢ボランティアとして来てくれた。
〇地区社協が活発に活動している。
〇地域課題を関係機関につなぐだけではなく、住民同士で支え合っていくことが、住みやすい地域づくりでたいせつだとわかった。
〇住民同士の伝統的な互助組織「頼母子」があって、続いている。

見つけたお宝の活かし方（発表会以外）
〇お宝をマップに落とし込み、見える化。受託している社協内部のケアマネジャーに配布して、活用してもらう。
〇地域包括支援センター、ケアマネジャーへ情報提供し、共有する場を持っている。
〇地域包括支援センターが、デイサービスの利用相談に来た住民に地域の集い場を紹介した。その住民は、地域で見守られながら楽
しく暮らせている。介護保険を利用しないでいられるのも一つの成果。
〇広報紙「社協だより」に２か月に一回、見つけたお宝の紹介記事を掲載。それを読んだ住民が意見を発信できる懇談会も設けている。
〇できている活動をインプット。住民の集まりを訪問する際に他地区での
活動例を紹介して、ヒントにしてもらう。いずれ住民間をつなぎたい。
〇事業所に地域の活動を紹介し、参加してもらう。
〇活動の当事者に活動の意味づけをして、意義を理解してもらう。
〇ニーズの担い手の掘り起こしに。
〇地域のキーパーソンに向けた「活動のヒント集」もあるといいのでは。

たの も し

2011年７月29日、福島県金山町を襲った豪雨で町を流れる只見川が氾らん。町内各所で道路が寸断し、住宅104棟
が被災した（全壊23、大規模半壊33、半壊29、床下浸水19）。当時の人口約2500人の半数近い1084人が避難を余
儀なくされたものの、死傷・行方不明はゼロ。町社会福祉協議会の福祉活動専門員で、現在は生活支援コーディネー
ターを兼務する五十島寿子さんに当時を振り返ってもらった。

五十島寿子さん（福島県金山町・生活支援コーディネーター）
ひさ　こい　  が　しま

つながりが災害時に命守るつながりが災害時に命守る
福島発　

上記のグループワークを踏まえて、大坂純運営委員長
は、「探したお宝を共有し、見える化して、事業計画など
をつくっていく時期に来ている。その先は、地域包括支
援センターやケアマネジャー、住民組織などをつなぐ力
が問われる」と総括しました。
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が
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く
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が
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　宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会議は、今年度２回目となる情報
交換会を県北・県央・県南の３か所で開催しました。ここでは、19年11月に登
米市で開催された県北部会場（９市町村から行政職員や生活支援コーディ
ネーターなど70人が出席）での活発な情報交換の一部を紹介します。

〇全課が集まり、勉強会を行っている。 
〇身近な担当部局との連携から広げていく。
〇職員が地域に出向けなくても、民生委員・児童委員やNPO、他部署の職員などがかかわった情報を把握するだけでも、連携になる。
〇行政と社協で一つの地域福祉計画をつくったことで、委託元と受託側の目的が一体となって事業を進めることができている。
〇行政と生活支援コーディネーター、地域包括支援センターで情報交換会を行っている。
〇地域ケア会議を利用するなど、生活支援コーディネーターと専門職で情報共有できる場があるといい。
〇体制整備事業だけで区切らず、大枠で捉えて介護事業などに広げると、生活支援コーディネーターが動きやすくなる。そうした雰囲気
を行政や地域包括支援センターがつくることも大事。

庁内（組織）内連携の効果的な進め方

〇２層協議体で移送サービスを始めようとしたがハードルが高かったため、方針を転換して遊休地でのグラウンドゴルフの実現を試み
ている。協議体は、形式に捉われずに進めて、できるところから取り組むことが大事。
〇地域の情報が得られる。地域性や課題を知ることができる。
〇専門職は介護保険や介護予防に目が行きがちだが、子どもを巻き込むべきとの声が協議体のメンバーからあがった。協議体でお互い
が思っていることを共有でき、気づきが得られる。
〇協議体の１～３層に行政職員が参加して、地域と行政とのつながりができている。
〇台風や水害を契機に、災害や地域について協議体で考えることにつながっている。
〇１層は、普及啓発や２層・３層をまとめる場としてはいいが、人数が多く、変動があるため、具体的な活動につなげるのが難しい。住民
主体の具体的な活動を目指していくのは、２層や３層が適している。
〇話し合うエリアの難しさ。生活の実情にあった小さな単位でなければ、住民が何に困っているか、どうやって暮らしたいかが見えない。
〇団体の代表である協議体の出席者から理解を得られても、そこからなかなか広がらない。
〇話はたくさん出るが、収集がつかない時がある。地域差が意見の違いに。

協議体や協議体のような話し合いの場で得られること、大変さ

自分の地域（お宝）自慢
〇老人会がなくなったことをきっかけに、会に所属していた仲間でお茶飲みを始め、組織によらない住民主体の集い場ができた。
〇休耕地での住民主体の農園づくりやお茶飲み。近隣の老人ホームの利用者も参加して、地域とのつながりや役割をもっている。
〇雪かきの住民ボランティアが自然発生的にできた。
〇住民有志で、単身世帯を気にかけ、修繕作業を無料でやっている。
〇地域支え合い協力員の存在。民生委員・児童委員との協力関係。
〇台風被害で設置された災害ボランティアセンターに、高齢の住民が大勢ボランティアとして来てくれた。
〇地区社協が活発に活動している。
〇地域課題を関係機関につなぐだけではなく、住民同士で支え合っていくことが、住みやすい地域づくりでたいせつだとわかった。
〇住民同士の伝統的な互助組織「頼母子」があって、続いている。

見つけたお宝の活かし方（発表会以外）
〇お宝をマップに落とし込み、見える化。受託している社協内部のケアマネジャーに配布して、活用してもらう。
〇地域包括支援センター、ケアマネジャーへ情報提供し、共有する場を持っている。
〇地域包括支援センターが、デイサービスの利用相談に来た住民に地域の集い場を紹介した。その住民は、地域で見守られながら楽
しく暮らせている。介護保険を利用しないでいられるのも一つの成果。
〇広報紙「社協だより」に２か月に一回、見つけたお宝の紹介記事を掲載。それを読んだ住民が意見を発信できる懇談会も設けている。
〇できている活動をインプット。住民の集まりを訪問する際に他地区での
活動例を紹介して、ヒントにしてもらう。いずれ住民間をつなぎたい。
〇事業所に地域の活動を紹介し、参加してもらう。
〇活動の当事者に活動の意味づけをして、意義を理解してもらう。
〇ニーズの担い手の掘り起こしに。
〇地域のキーパーソンに向けた「活動のヒント集」もあるといいのでは。

たの も し

2011年７月29日、福島県金山町を襲った豪雨で町を流れる只見川が氾らん。町内各所で道路が寸断し、住宅104棟
が被災した（全壊23、大規模半壊33、半壊29、床下浸水19）。当時の人口約2500人の半数近い1084人が避難を余
儀なくされたものの、死傷・行方不明はゼロ。町社会福祉協議会の福祉活動専門員で、現在は生活支援コーディネー
ターを兼務する五十島寿子さんに当時を振り返ってもらった。

五十島寿子さん（福島県金山町・生活支援コーディネーター）
ひさ　こい　  が　しま

つながりが災害時に命守るつながりが災害時に命守る
福島発　

上記のグループワークを踏まえて、大坂純運営委員長
は、「探したお宝を共有し、見える化して、事業計画など
をつくっていく時期に来ている。その先は、地域包括支
援センターやケアマネジャー、住民組織などをつなぐ力
が問われる」と総括しました。
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地域づくりの木

来る２月14日のセミナーで
宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会議事務局

　第４回「宮城発これからの福祉を考える全国セミ
ナー」が２月14日、仙台市の太白区文化センター楽楽楽
ホールで開かれる。注目したいポイントについて、事務局
の佐藤正さんと菊池琴美さんに聞いた。

――何を学べるのか
菊池「地域づくりの木の図で言う『根っこのお宝』と、お
宝を地域づくりに生かす意義と方策について、具体的に
学べます。お宝を頭ではわかっていても、生活支援コー
ディネーターとしてどう関わるべきか悩む方には、参考に
なります」
佐藤「登壇する生活支援コーディネーターが、その活動や
お宝をどう表現するかにも注目です。お宝だけでなくコー
ディネーターの活動もまた見える化する必要があります。
所属先の上司や同僚、行政の担当者に、コーディネーター
として高齢者のお茶飲み場などに通う理由や狙いをどう
伝えるべきか、考えてほしいと思います」
――協議体に関しては
菊池「今回は、既存の話し合いの場に生活支援コーディ
ネーターが関わる兵庫県淡路市の実践と、新たに立ち上
げた協議体で活発な話し合いが行われている角田市の

ら ら ら

はなやま

事例を紹介します。地域に合った協議体のあり方を探る
一助になればと思います」
佐藤「このセミナー自体も一種の広域協議体と言えます。
住民、有識者、地域づくり団体、行政、社協、地域包括
支援センターその他の連携、協働で成り立ち、暮らしや
すい地域づくりについて多様な意見、情報を交換する場
ですからね」
――学びを現場にどう落とし込むべきか
菊池「地域づくりのスーパーマンみたいな人は登場しませ
ん。これなら真似できると思える事例をぜひ真似っこして
ください。ただ、事例の一つ、茨城県日立市の『塙山学区
住みよいまちをつくる会』は、話し合いをしながら進化し
続ける住民自治型の地域福祉活動組織です。簡単には
真似できませんが、地域づくりの一つの将来像をイメー
ジするのに役立つでしょう」
――生活支援コーディネーター以外に、どういう人に参
加してほしいか
佐藤「関心のある人は誰でもですが、あえて言えば、介
護・福祉の専門職や生活支援体制整備を所管する行
政の方に来てほしいと思います。住民主体の地域づくり
は、生活支援の仕組みづくりからではなく、まずお宝を
生かすところから考えるべきだということ、そのために生
活支援コーディネーターが地域に入るのだということを
知ってほしいんです」

事務局を務める宮城県社協の佐藤正さんと菊池琴美さん

セミナーに関する問い合わせは事務局まで（仙台市青葉区本町
３‐７‐４宮城県社会福祉会館３階、電話０２２‐２６６‐２６２１）

宮城県内外の
生活支援コーディネーターおよび協議体の
取り組みを発信しながら、
住民や専門職・関係機関の意識を高め、
最後まで住み慣れた地域で暮らし続ける
社会づくりを目指します。
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住み慣れた地域で暮らし続けるためのお宝探し情報紙

住 み 慣 れ た 地 域 で 暮 ら し 続 け る た め の お 宝 探 し 情 報 紙

バックナンバーがホームページで読めます   http://www.clc-japan.com/sasaeai_m/
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