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第１章 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の背景 

 

我が国では、本格的な少子化・高齢化、そして人口減少社会が到来しており、単身世帯や核家

族、高齢者世帯の増加などが進んでいます。また、デジタル技術等の急速な進歩とともに生活環

境は大きく変化しており、個人の価値観やライフスタイルの多様化、地域でのつながりの希薄化

などにより地域社会の脆弱化にも歯止めがかかっていません。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響で、より多くの人々が社会的孤立や経済的困窮に直

面するとともに、人と人をつなぐ地域での様々な活動の継続が困難な状況となっています。 

このような社会状況のなかで、単身高齢者や認知症のある人など、支援を必要とする人の増加

や 8050 問題、ダブルケア、ヤングケアラー、ひきこもり、災害時要援護者（避難行動要支援者）

に対する支援など、行政による分野別の支援では対応が困難な複合化、複雑化した課題が地域で

多く生まれています。 

これらの課題に対応していくためには、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」と

いう関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超

えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生

社会」の実現に向けて、地域福祉の推進が強く求められています。 

 

国では、令和３年４月に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」

を施行し、地域共生社会の実現に向けて、市町村が地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに

対応する包括的な支援体制を構築するために、「重層的支援体制整備事業」を創設しました。 

 

本市では、平成 30 年３月に「第３期高砂市地域福祉計画」（以下、「第３期計画」という。）を

策定し、「一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち」を基本理念として掲げ、本市に

おける地域共生社会の実現に向けて、「市民主体の課題解決力の強化」や「包括的な支援体制づく

り」に取り組んできました。 

 

「第４期高砂市地域福祉計画」（以下、「本計画」または「第４期計画」という。）は、このよう

な社会状況の変化や、本市の地域福祉を取り巻く現状・課題や、国などの動向を踏まえ、本市に

おける地域共生社会を実現していくために策定するものです。 
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「地域共生社会」の実現に向けた国の動向                          

●平成 28年６月 「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定 

・地域共生社会の実現が盛り込まれる。 

●平成 30年４月 「改正社会福祉法」施行 

・市区町村は「地域共生社会の実現」に向けた包括的支援体制づくりに努める旨が規定される。 

・地域福祉計画が福祉の各分野における共通的な事項を横断的に記載する上位計画となる。 

●令和３年４月 「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」施行 

・地域共生社会の実現に向けた体制整備事業として、「属性を問わない相談支援」「参加支援」

「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」がスタート。 

「重層的支援体制整備事業」とは                             

●市町村における既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した

支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域

づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設するもの。 

●市町村の手あげによる任意事業だが、実施の際には、Ⅰ～Ⅲの支援を創設することが必須条件。 

 

 

出典：厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」より 
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２．計画の位置づけ 

 

１）法令の根拠 

本計画は、社会福祉法第 107 条に規定する「市町村地域福祉計画」として策定するものであり、

本計画の推進を通じて、第 106条の３に規定する「包括的な支援体制の整備」を促進するものです。 

社会福祉法より抜粋 

（包括的な支援体制の整備） 

第 106条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係

機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援

が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互

に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域

福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及

び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関す

る事業 

三 生活困窮者自立支援法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の

支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支

援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

（市町村地域福祉計画） 

第 107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下

「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組む

べき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等

の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう

努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 
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２）関連計画との関係 

本計画は、「第５次高砂市総合計画」を上位計画とし、「高砂市高齢者福祉計画及び高砂市介護保

険事業計画」や「高砂市障害者計画」「高砂市障害福祉計画兼障害児福祉計画」「高砂市子ども・子

育て・若者支援プラン」「高砂市成年後見制度利用促進基本計画」などの福祉分野の個別計画との整

合・連携を図りつつ、それらの共通的な事項を横断的に記載する上位計画として位置づけられてい

ます。なお、再犯防止推進法第８条第１項に規定する「地方再犯防止推進計画」については、本計

画に包含しています。 

また、まちづくりや教育などその他の関連計画をはじめ、高砂市社会福祉協議会が策定する「地

域福祉推進計画」と連携しながら計画を推進していきます。 

【高砂市地域福祉計画と各計画等との関係】 
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３．計画の期間 

本計画の期間は、令和５年度からの５年間とします。 

また、福祉をはじめとする様々な生活関連分野における社会情勢の変化や福祉サービス利用者の

ニーズなどに対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

【高砂市地域福祉計画及び関連計画等の計画期間】 

 平成 

30年度 
(2018年度) 

令和 

１年度 
(2019年度) 

令和 

２年度 
(2020年度) 

令和 

３年度 
(2021年度) 

令和 

４年度 
(2022年度) 

令和 

５年度 
(2023年度) 

令和 

６年度 
(2024年度) 

令和 

７年度 
(2025年度) 

令和 

８年度 
(2026年度) 

令和 

９年度 
(2027年度) 

高砂市総合計画           

高砂市地域福祉計画      

 

    

高砂市成年後見制度 

利用促進基本計画 
          

 

 

４．計画の策定体制 

 

本計画の策定にあたっては、市民代表や各種団体・組織代表、学識経験者によって構成される「高

砂市地域福祉計画策定委員会」において、地域福祉を取り巻く現状・課題の整理や第３期計画の振

り返り、本計画の内容に関する検討を進めました。 

また、高砂市社会福祉協議会と連携し、地域福祉に関する活動状況や課題等の整理・調整を行う

とともに、「高砂市地域福祉計画庁内推進委員会」において、地域福祉に関わる市の関係部署と計画

内容の検討や施策・事業の協議を行いました。 

さらに、市民や民生委員・児童委員、福祉施設・事業所を対象としたアンケート調査により市民

や地域の関係者の地域福祉の意識・動向を把握するとともに、各地区の支え合いづくり協議会等を

対象とした地区意見交換会や相談支援専門職ヒアリング等を通じて、地域の関係者・関係団体や専

門機関等の意識や動向、課題等の把握に努めました。 

併せて、計画に市民の意見を反映するため、パブリックコメントを実施しました。 

 

 

 

  

第４次総合計画 

第３期地域福祉計画 

第５次総合計画（〜令和 12 年度） 

第４期地域福祉計画 
 
   成年後見制度利用促進基本計画 
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第２章 地域福祉を取り巻く現状・課題 

 

１．統計データから見る高砂市の現状 

 

市民の状況                                     

 

１）人口と世帯構成等の状況 

■0～14歳人口（年少人口）と 15～64歳人口（生産年齢人口）が減少するなか、65～74歳人口（前

期高齢者人口）と 75歳以上人口（後期高齢者人口）は増加。人口構成比でみると、後期高齢者人

口比の増加が目立つ。 

■世帯数は増加するが、一世帯当たりの人員は減少し、世帯規模の縮小が進む。 

 

【総人口・年齢４区分別人口の推移】 

 

資料：住民基本台帳人口（各年度３月末データ） 

 

【年齢４区分別人口構成比の推移】 

 

資料：住民基本台帳人口（各年度３月末データ）  

13,154 12,883 12,599 12,371 12,203 11,922 11,712 11,509 11,348 11,096 

60,363 58,902 57,802 56,817 55,930 54,891 53,918 53,220 52,448 51,785 

12,031 12,773 13,539 13,980 14,006 13,889 13,872 13,627 13,483 13,485 

9,528 9,806 9,987 10,300 10,899 11,464 11,891 12,304 12,652 12,827 

95,076 94,364 93,927 93,468 93,038 92,166 91,393 90,660 89,931 89,193 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H24

年度

H25

年度

H26

年度

H27

年度

H28

年度

H29

年度

H30

年度

R元

年度

R2

年度

R3

年度

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

（人）

13.8 13.7 13.4 13.2 13.1 12.9 12.8 12.7 12.6 12.4 

63.5 62.4 61.5 60.8 60.1 59.6 59.0 58.7 58.3 58.1 

12.7 13.5 14.4 15.0 15.1 15.1 15.2 15.0 15.0 15.1 

10.0 10.4 10.6 11.0 11.7 12.4 13.0 13.6 14.1 14.4 

0.0
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【世帯数と一世帯当たりの人員の推移】 

 

資料：住民基本台帳人口（各年度３月末データ） 

 

２）高齢者の状況 

■前期高齢者は平成 29年度以降に減少傾向。一方、後期高齢者は増加傾向。特に、85歳以上人口は

平成 24年度から令和３年度にかけて 1.5倍と大きく増加。 

■高齢者単身世帯の割合は全国と同水準で推移していたが、令和３年で兵庫県と全国を上回る。高

齢夫婦のみ世帯の割合は兵庫県と全国を上回る水準で推移。（高齢者のみ世帯が県・全国より多い） 

■要支援・要介護認定者数は増加傾向。特に、要支援１・２や要介護３で大きく増加。 

 

【高齢者人口の推移】 

 

資料：住民基本台帳人口（各年度３月末データ） 

 

【高齢者単身世帯と高齢夫婦のみ世帯の推移】 

（世帯） 

  
高砂市 兵庫県 全国 

平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 令和２年 令和２年 

一般世帯 32,565 33,670 35,712 36,313 36,676 2,399,358 55,704,949 

 

高齢者単身 

世帯 

1,852 2,511 3,206 4,124 4,879 313,735 6,716,806 

5.7% 7.5% 9.0% 11.4% 13.3% 13.1% 12.1% 

高齢夫婦のみ 

世帯 

2,722 3,321 4,233 5,167 5,522 310,554 6,533,895 

8.4% 9.9% 11.9% 14.2% 15.1% 12.9% 11.7% 

資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 

38,611 38,715 38,911 39,121 39,417 39,417 39,427 39,568 39,874 39,971 

2.46 2.44 2.41 2.39 2.36 2.34 2.32 2.29 2.26 2.23 

1.00
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2.50
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3.50
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0
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25,000
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35,000
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45,000

50,000

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

世帯数 １世帯当たり人員

（世帯） （人）

12,031 12,773 13,539 13,980 14,006 13,889 13,872 13,627 13,483 13,485 

7,006 7,199 7,285 7,513 7,948 8,339 8,592 8,930 9,115 9,082 
2,522 

2,607 2,702 2,787 2,951 3,125 3,299 3,374 3,537 3,745 19,037 
19,972 20,824 21,493 21,954 22,228 22,464 22,557 22,598 22,567 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

65～74歳 75～84歳 85歳以上

（人）



8 

 

【一般世帯に占める高齢者単身世帯の割合   【一般世帯に占める高齢夫婦のみ世帯の割合 

の推移（兵庫県・全国との比較）】       の推移（兵庫県・全国との比較）】 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在）        資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 

 

【介護保険の要支援・要介護認定者数の推移】 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム（各年度３月末データ、令和３年度のみ２月末データ） 
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0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

令和

２年

高砂市 8.4% 9.9% 11.9% 14.2% 15.1%

兵庫県 8.5% 10.0% 11.2% 12.6% 12.9%

全国 7.8% 9.1% 10.1% 11.4% 11.7%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

745 839 904 964 939 948 1,122 1,124 1,187 1,222 

832 849 938 1,014 1,058 1,035 
1,148 1,167 1,236 1,256 

852 875 
953 

989 1,062 1,121 
1,087 1,082 

1,143 1,123 
497 

535 
549 

569 563 592 
608 599 

574 545 

469 
450 

405 
428 435 443 

459 512 
534 562 

433 
438 

449 
418 457 461 

469 452 
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３）子ども・子育て世帯の状況 

■出生数と出生率はともに減少傾向。出生率は兵庫県と全国を下回って推移。 

■母子世帯は令和２年に減少に転じ、父子世帯は横ばいで推移。一般世帯に占めるひとり親世帯の

割合は減少傾向にあるものの、兵庫県と全国を上回って推移。 

 

【出生数と出生率の推移（兵庫県・全国との比較）】 

 
資料：高砂市の出生数は兵庫県人口動態統計、出生率は住民基本台帳人口（各年９月末データ）の総人口で算出 

県と国の出生数は兵庫県人口動態統計 

 

【ひとり親世帯数と一般世帯に占める割合の推移（兵庫県・全国との比較）】 

 

資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 
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４）障がいのある人の状況 

■障がい種別でみると身体障害者手帳所持者数が最も多いが、減少傾向。 

■療育手帳所持者数と精神障害者保険福祉手帳所持者数は増加傾向。 

 

【障害者手帳所持者数の推移】 

 

資料：障がい福祉課（各年度３月末データ） 

 

５）外国籍の人の状況 

■外国人登録者数および総人口に占める割合は増加傾向。 

■朝鮮・韓国籍の人が多くを占めているが、特にベトナム国籍の人が増加。 

 

【外国人登録者の推移】 

 

資料：高砂市統計書（各年度３月末データ） 
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６）生活保護世帯の状況 

■生活保護の被保護世帯数・被保護人員数は増加傾向。特に、高齢者世帯が被保護世帯の６割を占め

て多い。 

 

【生活保護の被保護世帯数・構成割合の推移】 

（世帯） 

  

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

世帯数 
構成 

割合 
世帯数 

構成 

割合 
世帯数 

構成 

割合 
世帯数 

構成 

割合 
世帯数 

構成 

割合 

総数 871  100.0% 879  100.0% 891  100.0% 899  100.0% 894  100.0% 

高齢世帯数 479  55.0% 495  56.3% 513  57.6% 521  58.0% 522  58.4% 

母子世帯 50  5.7% 57  6.5% 51  5.7% 55  6.1% 51  5.7% 

傷病・障害世帯 231  26.5% 199  22.6% 176  19.8% 186  20.7% 191  21.4% 

その他世帯 111  12.7% 128  14.6% 151  16.9% 137  15.2% 130  14.5% 

資料：生活福祉課（「被保護者調査（福祉行政報告例）第４表」） 

 

【生活保護の被保護人員数と保護率の推移（兵庫県と全国の比較）】 

（世帯・人） 

  平成 29 年度 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

 対前年 

度比 
 対前年

度比 
 対前年

度比 
 対前年

度比 

高
砂
市 

被保護世帯数 871  879  100.9% 891  101.4% 899  100.9% 894  99.4% 

被保護人員数 1,162  1,166  100.3% 1,175  100.8% 1,186  100.9% 1,178  99.3% 

保護率（‰） 12.6  12.8  101.6% 13.0  101.6% 13.2  101.5% 13.2  100.0% 

県 保護率（‰） 19.3  19.0  98.4% 18.8  98.9% 18.5  98.4% 18.4  99.5% 

国 保護率（‰） 16.8  16.6  98.8% 16.4  98.8% 16.3  99.4% 16.3  100.0% 

資料：高砂市は生活福祉課（「被保護者調査（福祉行政報告例）第４表」）、 

兵庫県は兵庫県社会福祉統計年報、ただし令和２年度データは国被保護者調査での兵庫県の１か月平均の被保護

実人員（指定都市・中核市含む）を総務省統計局発表「令和２年国勢調査人口等基本集計」の兵庫県総人口で除

した数値、令和３年度データは国被保護者調査令和４年３月概算データの被保護者実人員（指定都市・中核市含

む）を兵庫県推計人口（令和４年３月１日データ）で除したもの 

国は被保護者調査（月次調査確定値）（厚生労働省）、ただし令和３年度は令和４年３月概算データ 
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地域活動等の状況                                  

 

１）自治会の状況 

■自治会（町内会）加入率は減少傾向だが、自治会（町内会）数は横ばいで推移。 

 

【自治会（町内会）加入率と自治会（町内会）数の推移】 

 
資料：地域振興課（各年度３月末データ） 

 

 

２）老人クラブの状況 

■老人クラブ加入率と老人クラブ数はともに減少傾向。なお、老人クラブ加入率は県を下回る水準

で推移。 

 

【老人クラブ加入率と老人クラブ数の推移】 

 

資料：地域福祉課（各年度３月末データ） 
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３）婦人会の状況 

■婦人会の加入地区数は横ばいで推移しているが、会員数は平成 27 年度から平成 29 年度にかけて

大きく減少し、その後は微減傾向。 

 

【婦人会の加入地区数と会員数の推移】 

 
資料：生涯学習課（各年度３月末データ） 

 

４）子ども会の状況 

■子ども会加入者数と子ども会数はともに減少傾向。特に、子ども（小学生）と就学前児童は平成 24

年度から令和３年度にかけて半数程度まで減少。 

 

【子ども会加入者数と子ども会数の推移】 

 
資料：生涯学習課（各年度３月末データ） 
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５）福祉委員の状況 

■令和４年３月末現在、高砂市社会福祉協議会理事長が 923人の福祉委員を委嘱。 

 

【福祉委員の状況（令和４年３月末現在）】 

地区名 男性（人） 女性（人） 合計（人） 
福祉委員 1人 

当たりの世帯数 

高砂 73 94 167 25世帯 

荒井 37 62 99 48世帯 

伊保 41 81 122 70世帯 

中筋 25 27 52 48世帯 

曽根 76 50 126 40世帯 

米田 81 121 202 40世帯 

阿弥陀 38 69 107 45世帯 

北浜 18 30 48 45世帯 

合計 389 534 923 43世帯 

資料：社会福祉協議会 

 

６）民生委員・児童委員等の状況 

■令和４年３月末時点、175 人の区域担当民生委員・児童委員、９人の主任児童委員、316人の民生・

児童協力委員を選任。 

 

【民生委員・児童委員等の状況（令和４年３月末現在）】 

地区名 

区域担当 

民生委員・ 

児童委員(人) 

主任児童委員(人) 
民生・児童 

協力委員(人) 

民生委員・ 

児童委員１人 

当たりの世帯数 

高砂 23 1 40 180世帯 

荒井 24 1 46 196世帯 

伊保 24 1 46 354世帯 

中筋 14 1 25 178世帯 

曽根 20 1 38 250世帯 

米田 40 2 65 204世帯 

阿弥陀 21 1 40 232世帯 

北浜 9 1 16 241世帯 

合計 175 9 316 229世帯 

資料：地域福祉課 
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７）ボランティアの状況 

■高砂市ボランティア活動センターの登録団体数は微増傾向。 

■登録団体所属人数と個人ボランティア登録者数は減少傾向。 

 

【高砂市ボランティア活動センターの登録状況】 

 
資料：社会福祉協議会（各年度３月末データ） 

 

８）ＮＰＯの状況 

■高砂市に主たる事務所があるＮＰＯ法人数は微増傾向。 

 

【高砂市に主たる事務所があるＮＰＯ法人数の推移】 

 
資料：内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト（各年度３月末データ） 
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２．第３期計画の振り返り 

第３期計画の７つの基本目標に沿って、関連する取り組み（主な公助）の状況や、既存データ

の整理、地区意見交換会、各種アンケート調査、相談支援専門職ヒアリング調査などの結果を踏

まえ、振り返りと今後取り組むべきことを整理しました。 

 

第３期計画：基本目標１ 地域共生社会の実現に向けた地域での課題解決力の強化  

 

１）市民主体の地域福祉活動の活性化 

①  地縁組織の加入率・加入者数の減少が続き、組織の縮小・解散などの問題も顕在化。コロ

ナ禍による活動の縮小・中止と相まって、課題解決力の基盤となる地縁組織の活性化は喫緊

の課題。 

②  民生委員・児童委員の活動に負担感を持つ人は依然として多く、なり手の確保などの問題

も多い。また、民生委員・児童委員が活動しやすい環境整備が重要。 

③ ボランティアやＮＰＯなどテーマ型の活動団体は増加傾向にあり、福祉施設・事業所による

地域連携・地域貢献の取り組みも拡がっており、地縁組織以外の多様な主体による活動への

支援も重要。 

 

２）地域の多様な主体が連携・協働できる仕組みの構築 

①  「支え合いづくり協議会」の設置及び生活支援コーディネーターの配置により、地域での

課題解決に向けた仕組みが整備され、関係者の意識醸成や課題共有が進みつつある。今後は、

「支え合いづくり協議会」などの運営を支援し、地域主体の課題解決に向けた活動の展開に

つなげていく必要がある。 

②  福祉施設・事業所では地域課題の解決に向けた連携意向もあり、地域の課題解決力の強化

に向けて、多様な主体の参加促進を図る必要がある。 

 

 

課題解決力の基盤となる地縁組織等の活動の活性化が喫緊の課題となっています。 

地域での課題解決に向けた仕組み（支え合いづくり協議会等）が整備され、関係者の意識醸

成や課題共有が進みつつあります。今後は、支え合いづくり協議会等を中心に、地域の多様な

主体による課題解決に向けた活動を拡充していくことが重要となります。 
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第３期計画：基本目標２ 地域や福祉を「我が事」に変える意識づくり       

 

１）地域や福祉に関心をもつ機会づくりの推進 

①  まち・地域への愛着を持つ市民は比較的多く、祭りや環境活動に関わる市民も比較的多い。

また、住民相互の自主的な支え合いなどが必要と考える市民も多い。しかし、実際に地域・

福祉を我が事として活動するのは依然として高齢層であり、地域の担い手から見ても住民の

地域への関心は低下している。 

②  まちへの愛着が、地域や福祉に関心をもち、地域や福祉が我が事になるという段階にはつ

ながっていないため、さらなる取り組みが必要。 

 

２）福祉教育・学習の推進 

①  人権にかかわる差別があると思う人は減少しているものの、高齢者や障がいのある人への

差別・偏見があると思う人の割合は４～５割と高い。また、福祉や人権について学ぶ取り組

みの認知も低調であることから、福祉や人権の正しい理解醸成に向け、ターゲットやライフ

ステージに応じた取り組みの充実が必要。 

②  ＳＯＳを発信できる人、ＳＯＳをキャッチでき、支援につなげることができる人を増やす

ための具体的な取り組みの充実が必要。 

 

 

まち・地域への愛着は比較的高いものの、地域や福祉などを我が事として捉えるまでには至

っていません。 

社会的包摂の意識づくりとともに、ＳＯＳを発信できる人、ＳＯＳをキャッチでき、支援に

つなげることができる人を増やすためにも、福祉を我が事と捉えるための多様な福祉学習・教

育の取り組みの充実が必要です。 
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第３期計画：基本目標３ 地域や福祉に関わるための多様な交流の促進と拠点づくり  

 

１）地域での多様な交流の機会づくりの推進 

①  様々な分野において、地域に関わり、交流が持てる場・機会づくりを展開してきたが、コ

ロナ禍の影響により、多くの取り組みが中止・縮小となり、新型コロナウイルス感染症に対

する不安が、市民の地域活動への参加の障壁になっている。 

②  親密な近所づきあいをする人は減少傾向にあり、地域に関する市民の理想と現実のギャッ

プは埋まっているとは言えない。しかし一方で、地域や近所などでつながりたい、地域での活

動に参加したいという市民は３～４割程度を占めている。 

③  コロナ禍による生活様式の変化とともに、地域活動への市民の意識及びニーズ（参加の障

壁、参加したくなる活動の条件など）を踏まえ、地域での交流の場及び機会づくりを分野横

断的に再整理する必要がある。 

 

２）地域における居場所づくりと活動拠点づくりの推進 

①  各分野で、住民主体や行政、社協などによる様々な居場所や通いの場づくりが進められて

おり、地域におけるつながりや交流の場となっている。 

②  活動の拠点については、既存の公共施設の活用や集会施設整備などへの支援が進められて

いるが、地区によっては地域活動の担い手から活動の場の不足などに対する意見が挙がって

いる。 

③  各分野で整備が進む居場所、通いの場、活動拠点などの既存資源を見える化するとともに、

地区毎の状況を踏まえた整備、拡充の促進が必要。 

④  公共施設の活用等については、「高砂市公共施設全体最適化計画」など市全体の公共施設

マネジメントを踏まえて、めざすべき活動拠点、交流拠点などの姿を整理する必要がある。 

 

 

各分野での交流の機会づくりや居場所づくりなどが進んでいますが、コロナ禍の影響により

活動が停滞しているため、地域で交流を持つ市民や親密な近所づきあいができている市民は増

えていません。 

生活様式の変化や市民の意識及びニーズなどを踏まえ、交流の機会や居場所づくり、拠点整

備などを、分野横断的かつ重層的（市全体レベル・地域レベル）に進める必要があります。 
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第３期計画：基本目標４ 地域や福祉の担い手づくり                

 

１）既存の担い手への支援 

①  各地区への設置が進む支え合いづくり協議会において、関係者の意識醸成や課題共有が進み、

具体的な取り組みを展開しようとしている地区もある。しかし、ほとんどの地区で、依然とし

て、担い手及びリーダー等の不足と担い手の負担の増加による負のスパイラルがつづいている

ことがうかがえる。 

②  活動に負担感を持つ民生委員・児童委員は７割を占め、担い手の不足が課題。 

③  既存の担い手への支援については、「担い手・リーダー不足の解消＝新たな担い手づくり」

と「活動しやすい環境づくり」を両輪として、展開していく必要がある。特に、「活動しやす

い環境づくり」では、担い手が活動するなかでの課題を踏まえ、具体的な対策に取り組む必

要がある。 

 

２）多様な人材の発掘・育成による新たな担い手づくり 

①  様々な分野において、ボランティアや支援者の確保・養成に関する取り組みや、自治会な

どの地縁組織の活性化などを推進してきたが、新たな担い手・リーダー等の確保、地域・福

祉をみんなで担う仕組みの構築には至っていない。 

②  地域づくり活動に「お世話役」としての参加意向がある高齢者や、地域や近所などでつな

がりたい、地域での活動に参加したいという市民など意識・関心の高い層に積極的にアプロ

ーチし、具体的な活動の実践につなぐ仕組みや取り組みなどが必要。 

③  コロナ禍による生活様式の変化とともに、地域活動への市民の意識及びニーズ（参加の障

壁、参加したくなる活動の条件など）を踏まえ、多様な人材を発掘、育成する取り組みなど

を分野横断的に再整理する必要がある。 

 

 

依然として、担い手及びリーダー等の不足と担い手の負担の増加による負のスパイラルが続いて

います。 

今後は、分野横断的な多様な人材の発掘・育成による「新たな担い手やリーダー等の確保」と、

担い手の課題を踏まえた具体的な対策による「活動しやすい環境づくり」を進め、負のスパイラル

からの脱却を図る必要があります。 

 

  



20 

 

第３期計画：基本目標５ 総合的・包括的な相談支援体制の構築・強化       

 

１）地域における見守り体制の強化と相談機能の充実 

①  市民、当事者の相談窓口の認知状況は十分とは言えず、その周知啓発が重要となる。 

②  民生委員・児童委員及び福祉委員等を中心に、地域での見守り活動が進められているが、

コロナ禍の影響などで、支援が必要な人、世帯の潜在化が危惧されている。また、複合的な

課題や社会的孤立、生活困窮、若年層のひきこもり、障がいに関する内容などについては、

地域での気づきが相談支援につながりにくい傾向にある。 

③  各分野の相談窓口では、情報共有や必要な支援等につなぐための相談機能の強化が進んで

いる。しかし一方で、複合的な課題や分野横断的な課題などに関する相談が増加、常態化な

どが進んでいる。 

 

２）相談支援機関の連携体制の構築・強化 

①  各分野の相談窓口・相談支援機関では、他分野との連携・協働に向けたネットワークの構

築・強化が進んでおり、各分野で構築・強化された仕組みを活用し、個別ケースでの連携が

広がる。 

②  分野横断型の連携・協議については、現状では、各分野のそれぞれのシステム・仕組みの

活用にとどまっている。複合的な課題や分野横断的な課題といった単独分野での対応に限界

が生じているケースが増加しており、既存のシステム・仕組みの積極的な運用とともに、重

層的支援体制整備事業の活用など具体的な検討が必要。 

③  相談支援機関の連携体制の強化に向けて、各分野の専門職との顔の見える関係づくりの場

及び機会の設定などが重要。 

 

３）福祉サービス・制度の質の確保・向上と情報提供の充実 

①  各分野で関連する福祉サービス等の質の確保と向上を図る取り組みが進められているが、

支援が必要な人が抱える課題・不安は複雑化、多様化しており、利用者の視点に立って、サ

ービス・制度の充実を図る必要がある。 

②  各分野では、多様な媒体を活用して福祉サービス等に関する情報提供に取り組んでいる

が、福祉に関する情報を入手できている人は４割程度となっており、対象者の状況を踏まえ

たさらなる情報提供の充実が必要。 

③  コロナ禍でデジタルの利活用が進むなか、高齢者を中心としたデジタルデバイド（情報格

差）も問題となっており、その解決に向けた取り組み、環境整備が必要。 

 

 

各分野での相談機能の向上、連携体制の構築は進んでいますが、複合的な課題や分野横断的な課

題への対応ケースが増加する分野では、既存の連携システム等の積極的な運用とともに、多分野・

多機関連携をフォローするための新たな仕組みづくり（重層的支援体制整備事業等の活用）などが

必要となっています。 

併せて、相談窓口や福祉サービス等の情報提供の充実と、情報の受け手である高齢者を中心とし

たデジタルデバイド（情報格差）の解消なども必要です。 
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第３期計画：基本目標６ 権利擁護に関する取り組みの充実            

 

１）権利擁護の支援に向けた取り組みの充実 

①  権利擁護の支援を必要とする人は増加傾向にあり、関連する事業や成年後見制度の利用者

も増加している。一方で、成年後見制度に関する市民、民生委員・児童委員の認知は十分で

はなく、認知・理解不足が制度利用の障壁となっており、制度の内容や利用方法についても

さらなる積極的な周知・啓発が必要。 

②  民生委員・児童委員や権利擁護に関連する専門職、施設・事業所といった支援者側からは、

わかりやすい相談窓口・機関（権利擁護センター等）の設置、利用手続きに関する相談支援

のニーズが高くなっており、権利擁護の支援者への支援体制の整備も重要。 

③  地域包括支援センターや障がい者基幹相談支援センターなどで権利擁護に関する相談支

援が実施されており、令和４年度には成年後見相談窓口も設置され、本市における権利擁護

に関する相談支援体制の構築が徐々に進んでいる。今後は、成年後見制度利用促進基本計画

を推進し、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築・充実を図る必要がある。 

 

２）虐待・ＤＶの予防と早期発見・早期対応 

①  虐待・ＤＶなどに気づいた市民の８割は通報・相談などの対応を行っており、虐待等の早期

発見・早期対応に向けた対応策を身につけた市民が比較的多いことがわかる。また、民生委員・

児童委員や施設・事業所などでもＳＯＳをキャッチすると、多くのケースで支援につながる対

応を行っている。 

②  ＤＶ被害を受けても相談しなかった人が５割に達しており、被害者本人がＤＶ・虐待に関

するＳＯＳを発信しやすい環境づくり（いつでも安心して届け出たり、相談できる環境づく

り）が喫緊の課題。 

③  コロナ禍の影響で虐待・ＤＶなどが増加しているが、家庭内の状況の把握が困難となって

おり、深刻なケースなどが潜在化している可能性がある。各分野で、虐待・ＤＶの防止、早

期発見・早期対応に向けたネットワークの構築・拡充が進んでいるが、潜在化するケースな

どに対応するためにも、地域および多機関・多職種での情報共有・連携などが必要。 

 

 

権利擁護支援体制の構築・強化が進んでいますが、必要な支援につながるための成年後見制度等

の利用促進に向けた周知・啓発が必要です。また、成年後見制度利用促進基本計画を推進し、さら

なる支援体制の強化を図ることが重要となっています。 

虐待等については、深刻化・潜在化するケースに対応するためにも、地域や多機関・多職種での

情報共有・連携などが必要です。 
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第３期計画：基本目標７ 安全に安心して暮らせる環境づくり          

 

１）住みやすい生活環境の整備 

①  各種生活サービス施設の立地など、本市での生活に関する利便性は比較的高いが、高齢者

や障がいのある人などでは、移動等への不安やバリアフリー化への意向が強い。 

②  空き家に対する不安も地域からは挙がっており、防犯上の対策をはじめ、場としての空き

家の有効活用などについても検討が必要。 

③  地域ごとに生活環境に関する不安・課題は異なる部分もあり、市全体での生活環境の整備、

仕組みづくりとともに、それらを踏まえた地域ごとの取り組み・仕組み等の検討を進める必要

がある。 

 

２）緊急時・災害時対策の充実 

①  災害等への不安を抱える人は依然として多く、各世帯・個人レベルで災害時に備える人は

増加しているが、地域での防災訓練・防災活動などの参加率は横ばいのままで、自主防災組

織数（補助金交付数）も減少している。 

②  世帯・個人レベルの災害時対応だけではなく、地域全体の災害対応力の向上に向けた取り

組みが必要。 

③  支援が必要な人に対応する体制づくりは徐々に進んでいるが、避難行動要支援者制度、名

簿等の認知・活用状況が十分ではなく、さらなる周知と活用促進とともに、地域の災害対応

力の向上を図り、誰一人取り残さない防災体制の構築・強化を図る必要がある。 

 

３）防犯対策・消費者被害防止に向けた取り組みの推進 

①  市民が取り組むこととしては「見守り活動や声かけなどの活動」が最も多くなっているが、

安全な生活のための活動に参加する人は他の地域活動と同様に少ない。ただし、安全な生活の

ための活動については、参加したことがないが今後参加してみたいという人は比較的多い。 

②  高齢者が契約当事者となる相談が多く、地域などでも高齢者や障がいのある人の消費者被

害が確認されている。 

③  防犯・消費者被害防止に向けた意識づくりや見守りや声かけなどの活動、地域と関係機関

との連携などにより、地域ぐるみで住民の生活・財産を守る体制を構築・強化していく必要

がある。 

 

 

今後、人口減少や高齢化などが進むなかで、市全体での生活環境の整備が進められていますが、

地域ごとに生活環境に関する不安・課題は異なるため、それらを踏まえた住民主体による地域ごと

の課題解決に向けた取り組みの検討と実践が必要です。 

災害対策および防犯対策についても、自助と公助の充実、共助による地域ぐるみによる取り組み、

体制づくりが重要となります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１．基本理念 

 

「一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち」 

 

本格的な少子化・高齢化、人口減少社会の到来により、各世帯の状況や生活環境などが大きく

変化しており、地域でのつながりの希薄化などによる地域社会の脆弱化にも歯止めはかかってい

ません。また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会的孤立や経済的困窮、地域での様々

な活動の縮小などの問題が顕著になっています。 

このような社会状況のなかで、行政による分野別の支援では対応が困難な複合化・複雑化した

課題が増加しており、世代や分野ごとの「縦割り」などを超え、多様な主体がつながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現が必要と

なっています。 

本計画では、第１期から第３期計画で掲げてきた基本理念を継承し、本市において、地域の

すべての人々が主役となり、お互いを思いやる気持ちを持ちながら、つながり、支え合うこと

で、一人ひとりが自分らしく生活でき、誰一人取り残さない「ぬくもりのまち」、すなわち高砂

市における「地域共生社会」の実現をめざし、地域福祉を推進していきます。 
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２．基本目標 

基本理念「一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち」（高砂市における地域共生

社会）の実現に向けて、第３期計画を振り返った結果などを踏まえ、以下の３つの基本目標の達

成をめざします。 

 

 

基本目標１ みんながつながり、支え合い、自分らしく生活できる地域づくり 

世代や分野などを超えた人と人、人と資源、資源と資源などのつながりを促進するとともに、

市民一人ひとりの意識・関心・状況などに応じて地域でのつながりや社会参加、活躍を創出す

ることで、みんなで地域の課題を解決できる地域、みんながイキイキ暮らせる地域を創ります。 

 

基本目標２ 悩みや不安などを抱える人を孤立させない 

総合的・包括的な相談・支援体制づくり 

悩みや不安などを抱える人が地域で孤立することなく、必要な支援にしっかりとつながり、

地域で自分らしく暮らせるよう、分野を横断し、多職種・多機関がつながり、全世代・全対象型

の相談・支援体制を創ります。 

 

基本目標３ 地域福祉を進める意識と担い手づくり 

市民一人ひとりの地域や福祉などへの意識、理解、行動を拡げるとともに、既存の担い手へ

の支援や多様な人材の発掘・育成、福祉人材の育成・確保に取り組み、地域福祉を進め、地域共

生社会を実現する人を創ります。 
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３．施策体系 

基本理念「一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち」（高砂市における地域共生

社会）の実現に向けて設定した３つの基本目標を踏まえ、各基本目標を達成するための施策体系

を以下のように設定します。また、基本目標の確実な達成に向けて、各基本目標をリードする施

策を「重点的な施策」として設定することで、本計画の実行性・実効性を担保します。 

 

 

★：重点的な施策  

１－１：市民主体の様々な地域活
動・福祉活動が活性化しています。

１－２：地域で福祉に関わる多様な
主体間や分野を超えた多様な主体間
で地域課題の解決に向けた連携が図
れています。

１－４：地域で安全に安心して暮
らすことができる生活環境、防
災・防犯体制が整備されています。

みんながつながり、支え合
い、自分らしく生活できる
地域が実現しています。

２－１：悩みや不安などを抱えても、
支援につながるきっかけが身近にあ
ります。

２－２：悩みや不安などを抱える
人が、安心して、地域で自分らし
く暮らすことができるよう、多職
種・多分野がつながり、相談支援
及び参加支援に取り組む体制が整
備・運用されています。

１－３：地域での多様なつなが
り・交流を持つ市民、地域・福祉
に関わる活動に参加・参画する市
民が増えています。

３－１：地域福祉を支え、推進す
る個人・組織など多様な主体が育
ち、活躍しています。

３－２：地域福祉を支え、推進す
る専門的な人材が育ち、活躍して
います。

悩みや不安などを抱える人
を孤立させない総合的・包
括的な相談・支援体制が実
現しています。

基
本
理
念
「
一
人
ひ
と
り
が
思
い
や
り

心
ふ
れ
あ
う

ぬ
く
も
り
の
ま
ち
」
（
高
砂
市
に
お
け
る
地
域
共
生
社
会
）
の
実
現

最終
目的

４）安全に安心して暮らせる環境づくり

１）市民主体の地域活動・福祉活動の
活性化★

２）地域での課題解決力の強化と
多様な主体とのつながりの促進★

３）地域でつながる・活躍できる
場、環境の創出

１）地域における見守り体制の強化と
相談機能の充実

２）複合化・複雑化した課題に
対応できる相談支援体制の構築・強化★

４）権利擁護支援体制の構築・強化★

３）悩み・不安などを抱える人に
寄り添い、支える体制の構築・強化

１）地域や福祉などへの意識の向上

２）既存の担い手への支援★

３）多様な人材の発掘・育成

４）福祉人材の育成・確保

施策（関連する取り組みの内容）
施策を推進することでめざす５年後の市民・地域の姿
（施策の推進から地域共生社会の実現に向けた道筋）

基本目標１ みんながつながり、支え合い、自分らしく
生活できる地域づくり

基本目標２ 悩みや不安などを抱える人を孤立させない
総合的・包括的な相談・支援体制づくり

基本目標３ 地域福祉を進める意識と担い手づくり

地域福祉を進める
人材が育ち、活躍しています。
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４．福祉圏域の考え方 

「福祉圏域」とは、地域福祉を推進するために必要な取り組みや仕組みづくりを効果的、効率的

に展開していくための地域の範囲です。地域福祉を推進する上で、一言で「地域」といっても、そ

の捉え方は年齢や活動団体等によって異なることが考えられます。地域福祉を市民主体で進めてい

くためには、日常生活を送る上で、あいさつや顔の見える範囲から、保健・医療、福祉サービスと

の連携や、高齢者、障がいのある人など、外出支援が必要な方への支援、広域的な議論が必要な圏

域まで、様々な課題によって、適切な圏域設定が必要になります。 

本計画では、第２期計画で設定した以下の様な４層構造の福祉圏域を継承します。 

 

【高砂市の「福祉圏域」のイメージ図】 

 

 

 

  

公 

助 

共 

助 

自 

助 
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第４章 施策・取り組みの展開 

 

基本目標１ みんながつながり、支え合い、自分らしく生活できる地域づくり 

世代や分野などを超えた人と人、人と資源、資源と資源などのつながりを促進するとともに、市

民一人ひとりの意識・関心・状況などに応じて地域でのつながりや社会参加、活躍を創出すること

で、みんなで地域の課題を解決できる地域、みんながイキイキ暮らせる地域を創ります。 

 

基本目標１で５年後にめざす市民・地域の姿 

１－１：市民主体の様々な地域活動・福祉活動が活性化しています。 

１－２：地域で福祉に関わる多様な主体間や分野を超えた多様な主体間で地域課題の解決に

向けた連携が図れています。 

１－３：地域での多様なつながり・交流を持つ市民、地域・福祉に関わる活動に参加・参画

する市民が増えています。 

１－４：地域で安全に安心して暮らすことができる生活環境、防災・防犯体制が整備されて

います。 

 

 

１）市民主体の地域活動・福祉活動の活性化【重点的な施策】 

 

市民主体の様々な地域活動・福祉活動が活性化している地域（５年後にめざす姿１－１）の実現

に向けて、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）地域での課題解決力の基盤となる自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会等の地縁組織の活

動を支援します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 自治会活動への支援 

●自治会の組織率・加入率の維持や安定的な運営のための支援と

ともに、各地域の考えを尊重し、課題等の解決に向けた活動を支

援します。 

２ 

地域単位で活動する 

団体・組織の 

運営・活動への支援 

●婦人会や老人クラブ、子ども会などの地域単位で活動する団体・

組織の会員の維持・拡充や運営、活動を支援します。 
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（２）地域福祉の中核を担う民生委員・児童委員、福祉委員などによる福祉活動を支援します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
民生委員・児童委員 

の活動支援 

●民生委員・児童委員が地域の身近な相談者として必要な知識や情

報等を得られるよう、研修及び情報提供の充実を図ります。 

●地域住民への周知・啓発とともに、他団体・組織等との連携促進、

活動への負担感の軽減などに取り組むことで、活動しやすい環境

づくりを進めます。 

２ 

福祉委員の活動支援 

及び小地域福祉活動

の活性化 

●福祉委員が地域で円滑に活動できるよう、研修及び情報提供の充

実を図ります。 

●福祉委員からの相談に応じ、活動を支援することで小地域福祉活

動の活性化を図ります。 

 

（３）ボランティアやＮＰＯなど多様な組織・団体、個人による地域活動・市民活動を支援します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
ボランティア活動の 

促進 

●高砂市ボランティア活動センターや関係機関等と連携し、多分野

におけるボランティア活動者の確保・育成、情報発信、多分野の

ボランティア間の情報交換・交流、活動支援などを通じて、ボラ

ンティア活動を促進します。 

２ 

公益団体活動や 

自発的市民活動の 

支援 

●自主的な公益活動等を行う市民団体やＮＰＯ法人の活動を支援し

ます。 

３ 
当事者団体・組織の 

活動支援 

●障がいのある人や認知症の人、介護者・介助者、ひきこもりなど

に関する当事者団体・組織の情報交換、交流、課題解決に向けた

取り組みなどの主体的な活動を支援します。 

４ 
社会福祉法人による 

地域公益活動の促進 

●社会福祉法人連絡協議会（ほっとかへんネットたかさご）の運営

支援などを通じて、社会福祉法人よる地域での地域公益活動を促

進します。 

５ 

民間企業・事業所等 

による社会貢献活動 

の促進 

●地域や市民の複雑化・複合化する課題の解決に向けた取り組み、

社会貢献活動等に民間企業・事業所等が参加しやすい環境づくり、

地域と連携できる仕組みづくりに取り組みます。 
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 ２）地域での課題解決力の強化と多様な主体とのつながりの促進【重点的な施策】 

 

地域で福祉に関わる多様な主体間や分野を超えた多様な主体間で地域課題の解決に向けた連携

が図れている（５年後にめざす姿１－２）ように、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）支え合いづくり協議会の設置及び住民主体による運営を促進・支援します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
支え合いづくり協議会

の設置及び運営支援 

●市内全地区での支え合いづくり協議会の設置に取り組みます。 

●第２層生活支援コーディネーターを中心に、住民主体による支え

合いづくり協議会の運営を促進・支援します。 

●各地区の支え合いづくり協議会間での活動状況やノウハウ、情報

などの共有、交流を進め、課題解決に向けた具体的な活動の市内

での拡張・展開を図ります。 

２ 

支え合いづくり協議会

の運営支援に向けた 

体制整備 

●生活支援体制整備事業等を通じて、生活支援コーディネーターの

配置、スキル向上等に取り組みます。 

●市全体レベルの第１層協議体の運営を通じて、支え合いづくり協議

会（各地区レベル）での解決等が難しい課題への対応を図ります。 

 

（２）支え合いづくり協議会など様々な場を活用し、地域課題の解決に向けた多様な主体の連携を

促進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

多様な主体の支え合い

づくり協議会への 

参加・参画の促進 

●地域課題の解決に向けて、福祉施設や事業所、専門機関など多様

な主体の支え合いづくり協議会への参加・参画を促進します。 

２ 

既存のネットワーク 

を活用した地域課題 

の解決に向けた連携 

●様々な分野における既存のネットワーク等との連携・協働を通じ

て、地域課題の解決に向けた多様な主体の参加・参画を促進します。 

【既存ネットワークの例】 

地域ケア会議、高齢者虐待等防止対策ネットワーク会議、障がい

者自立支援協議会、成年後見制度地域連携ネットワーク協議会、

要保護児童対策地域協議会、学校運営協議会（コミュニティスク

ール）等 
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３）地域でつながる・活躍できる場、環境の創出 

 

地域での多様なつながり・交流を持つ市民、地域・福祉に関わる活動に参加・参画する市民が

増える（５年後にめざす姿１－３）ように、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）地域で交流・つながりなどが持てる場・機会、集うことができる居場所づくりを推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

多様な市民が交流・ 

つながりを持てる 

機会づくりの推進 

●親子や子育て世代などの交流・つながりが持てる場・機会づくり

に取り組みます。 

●子どもを核に様々な世代間交流、地域でのつながりづくりを推進

します。 

●高齢者や障がいのある人、外国にルーツを持つ人などの社会参

加、地域でのつながりづくりを推進します。 

●生涯学習やスポーツ・文化、健康づくり、食育、防災・防犯、多

文化共生、環境など様々な分野において、多様な目的や関心など

を踏まえた住民同士の交流、つながりづくりを推進します。 

●地域単位で活動する組織・団体などによる住民同士の交流活動等

を支援します。 

●対象者や分野などに捉われず、多様な市民が交流・つながりを持

てる場・機会づくりに取り組みます。 

２ 

多様な市民が集う 

ことができる居場所 

づくりの推進 

●高齢者の通いの場や認知症カフェ、放課後における子どもの居場

所、子ども食堂など様々な分野での居場所づくりを推進します。 

●地域における居場所づくりに必要なノウハウや情報等の提供、担

い手への相談対応、専門的な支援などに取り組み、居場所づくり

と運営を支援します。 

●各分野の居場所や通いの場などの既存資源を整理するとともに、

対象者や分野などに捉われず、多様な市民が集うことができる居

場所づくりに取り組みます。 

３ 
公共施設等の 

有効活用・利用促進 

●ユーアイ福祉交流センターや子育て支援センター、コミュニティ

センター、公民館、学校施設などの公共施設について、居場所や

拠点活動としての有効活用、利用促進を図ります。 

●公共施設の適正な維持管理と計画的な整備を進め、市全体や地区

毎での交流、活動拠点としての公共施設の有効利用等を図りま

す。 

４ 

社会福祉法人による 

交流・つながり 

づくりの促進 

●社会福祉法人連絡協議会（ほっとかへんネットたかさご）の運営

支援などを通じて、社会福祉法人による地域での交流・つながり

づくり等の活動を促進します。 
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（２）様々な分野でのボランティアや支援者などの確保・養成、活躍できる環境づくりを推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
ボランティア活動の 

促進【再掲】 

●高砂市ボランティア活動センターや関係機関等と連携し、多分野

におけるボランティア活動者の確保・育成、情報発信、多分野のボ

ランティア間の情報交換・交流、活動支援などを通じて、ボランテ

ィア活動を促進します。 

２ 
市民が支援者となる 

仕組みの構築・拡充 

●福祉分野を中心に、地域での支援活動等の担い手（支援者）の確保・

育成、それらの支援者が活躍できる環境づくりに取り組み、市民が

支援者となる仕組みを構築・拡充します。 

【市民が支援者となる仕組みの例】 

認知症サポーター、高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク、家事援

助ヘルパー、ファミリーサポートセンター、意思疎通支援事業など 

 

（３）市民一人ひとりの社会参加や地域での活躍・挑戦などを支援します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
若年層への 

アプローチの推進 

●学生や若い世代、働き盛り世代などの地域活動への意識・関心など

を踏まえ、社会参加や地域での活躍・挑戦できる機会づくりに取り

組みます。 

２ 
元気な高齢者への 

アプローチの推進 

●地域づくり活動の担い手として、元気な高齢者（アクティブシニ

ア）の積極的な社会参加を促進します。 

３ 
新たな社会参加、 

活躍・挑戦への支援 

●多様な分野の地域課題に対応するため、ソーシャルビジネス、コミ

ュニティビジネス事業者の創業支援などに取り組みます。 
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 ４）安全に安心して暮らせる環境づくり 

 

安全に安心して暮らすことができる生活環境、防災・防犯体制が整備されている地域（５年後

にめざす姿１－４）の実現に向けて、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）移動・交通環境や住環境の整備、公共施設や交通機関などのバリアフリー化などを推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
移動・交通環境の 

整備 

●交通事業者を中心に関係機関等との協働により、市民の移動手段

の確保に努めるとともに、市民が行きたい目的地にいけるよう、公

共交通による利便性を確保します。 

●住民や事業者、関係機関と連携し、効果的な移動手段を検討しま

す。 

●住民や事業者、関係機関と連携し、移動が困難で個別に支援が必要

な人を対象とした福祉的移動支援を検討し、確保します。 

２ 住環境の整備 

●住生活基本計画に基づき、誰もが安心して暮らせる多様な住生活

の実現を図ります。 

●老朽危険空き家の発生抑制や、空き家の利活用などを促進します。 

３ 

公共施設等の 

バリアフリー化と 

ユニバーサルデザイン

の推進 

●「福祉のまちづくり条例」に基づき、公共施設や道路環境、公共交

通などのバリアフリー化とユニバーサルデザインの推進に取り組

みます。 

 

（２）緊急時・災害時に対応できる支援体制の整備、地域全体の災害対応力の向上を図ります。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 地域の防災力の強化 

●防災訓練や防災出前講座などを通じて防災技能の普及、防災・減災

意識の高揚を図るとともに、自主防災組織への支援に取り組み、地

域の防災力を強化します。 

２ 災害対応力の向上 

●地域防災計画等に基づき、市民、団体、関係機関の役割分担と災害

時のリスク対応が可能な体制を構築・強化します。 

●災害時におけるボランティアの受け入れ及び支援が円滑に行える

ように、災害ボランティアセンターの設置・運営訓練などに取り組

みます。 

●災害時の福祉避難所の確保とともに、避難所における福祉サービ

ス等の提供体制の構築・強化に取り組みます。 

３ 

誰一人取り残さない 

防災体制の 

構築・強化 

●災害時に支援が必要な人（避難行動要支援者）への支援が適切かつ

円滑に実施できるよう、個別避難計画の作成などに取り組み、地域

において誰一人取り残さない支援体制を構築・強化します。 

●避難行動要支援者のマップ作成・更新や要援護者及び避難行動要

支援者の実態調査を実施し、避難支援体制の確立をめざします。 
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（３）防犯対策・消費者被害防止に向けた意識づくりや相談支援体制を整備します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 防犯対策の推進 

●防犯灯や見守りカメラなどの設置を通じて、安全・安心なまちづく

りを進めます。 

●「見守りネット」や「ひょうご防犯ネット」などを通じて不審者情

報を提供します。 

２ 

地域の防犯活動の 

促進・支援と 

防犯意識の醸成 

●青色防犯パトロールや登下校の見守り、「こども 110番の家」の設

置など、地域における防犯活動を促進、支援します。 

●防犯まちづくり出前講座などを通じて、防犯に関する情報提供、防

犯意識の醸成などに取り組みます。 

３ 
消費者被害防止の 

推進 

●地域や関係機関等との連携による消費生活に関する情報提供や啓

発活動を通じて、正しい消費知識の普及と消費者意識の向上を図

るとともに、消費生活相談体制の充実に取り組みます。 
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基本目標２ 悩みや不安などを抱える人を孤立させない 

総合的・包括的な相談・支援体制づくり 

悩みや不安などを抱える人が地域で孤立することなく、必要な支援にしっかりとつながり、地域

で自分らしく暮らせるよう、分野を横断し、多職種・多機関がつながって、全世代・全対象型の相

談・支援体制を創ります。 

 

基本目標２で５年後にめざす市民・地域の姿 

２－１：悩みや不安などを抱えても、支援につながるきっかけが身近にあります。 

２－２：悩みや不安などを抱える人が、安心して、地域で自分らしく暮らすことができるよ

う、多職種・多分野がつながり、相談支援及び参加支援に取り組む体制が整備・運用

されています。 

 

 

１）地域における見守り体制の強化と相談機能の充実 

 

悩みや不安などを抱えても、支援につながるきっかけが身近にある地域（５年後にめざす姿２

－１）の実現に向けて、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）地域での気づきを促進し、相談支援につながりやすくするとともに、地域での見守り体制の

充実を図ります。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

悩みや不安などを 

抱える人に対する 

地域での理解づくり 

●福祉教育・学習や人権教育などの様々な学びの場・機会を通じて、

認知症の人や障がいのある人、ひきこもりなど、悩み・不安を抱え

る人やその家族についての理解を促進します。 

２ 
地域における見守り 

活動の促進 

●民生委員・児童委員や福祉委員、自治会、婦人会、老人クラブ、子

ども会などの地域単位の組織・団体、ボランティア等による身近な

地域での見守り活動、支援が必要な人の把握に向けた活動などを促

進、支援します。 

●民間事業者との連携による地域での見守り活動を構築・拡充します。 

●身近な地域での気づきの感度を高めるとともに、適切な支援につがる

よう、民生委員・児童委員や福祉委員等への研修の充実を図ります。 

３ 
居場所等を活用した 

見守りの促進 

●多様な市民が集うことができる居場所などを、悩み・不安を抱える

人に気づき、支援につなぐ機会として積極的に活用します。 
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（２）様々な分野での相談窓口の周知及び相談体制の充実を図ります。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
相談しやすい 

環境づくりの推進 

●多様な機会・媒体を活用し、様々な分野の相談窓口や機能等の周

知・啓発に取り組みます。 

●障がいの有無や年齢、外国にルーツがあることなどによって相談

が受けにくいということがないよう、専門機関・団体等と連携し、

相談しやすい環境づくりに取り組みます。 

２ 

様々な分野の 

相談体制・相談機能 

の充実 

●地域包括支援センターや障がい者基幹相談支援センター、子育て

世代包括支援センター、子育て支援センター、生活支援相談窓口、

成年後見支援センター、男女共同参画センターなど、各分野の専門

機関や相談窓口等による相談機能の充実を図ります。 
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２）複合化・複雑化した課題に対応できる相談支援体制の構築・強化【重点的な施策】 

 

悩みや不安などを抱える人が、安心して、地域で自分らしく暮らすことができるよう、多職種・

多分野がつながり、相談支援及び参加支援に取り組む体制が整備・運用されている地域（５年後に

めざす姿２－２）の実現に向けて、分野毎の相談支援ネットワークおよび分野横断型の相談支援体

制の構築・強化に取り組みます。 

 

（１）様々な分野において、他分野との連携・協働を図り、分野毎の相談支援ネットワークを強化

します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

相談窓口・機関に 

よるネットワーク、 

顔の見える関係の 

構築・強化 

●各分野の相談窓口の機能強化に向け、相談窓口間の情報・課題の

共有や意見交換、必要な支援・サービス等につなぐための連携の

強化などに取り組みます。 

●相談窓口の連携強化に向けて、各分野の相談支援専門職等の顔の

見える関係づくりを進めます。 

２ 

既存のネットワーク 

を活用した分野毎の 

相談機能の強化 

●様々な分野における既存のネットワークを積極的に活用・運用し、

他分野との連携・協働を進め、分野毎の相談機能の強化を図ります。 

【既存ネットワークの例】 

地域ケア会議、高齢者虐待等防止対策ネットワーク会議、障がい

者自立支援協議会、成年後見制度地域連携ネットワーク協議会、

要保護児童対策地域協議会、学校運営協議会（コミュニティスク

ール）等 

 

（２）分野横断型の相談・支援体制を構築・強化します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
重層的支援体制整備

事業の推進 

●単独の分野での対応では限界のある複合化・複雑化した課題、制

度の狭間の課題などに対応するため、重層的支援体制整備事業を

通じて、分野横断型の包括的な相談・支援体制を構築・強化すると

ともに、各分野での対応力強化をめざします。 
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３）悩み・不安などを抱える人に寄り添い、支える体制の構築・強化 

 

悩みや不安などを抱える人が、安心して、地域で自分らしく暮らすことができるよう、多職種・多

分野がつながり、相談支援及び参加支援に取り組む体制が整備・運用されている地域（５年後にめざ

す姿２－２）の実現に向けて、切れ目のない包括的な支援体制の構築・強化などに取り組みます。 

 

（１）多様化・複雑化する課題や不安などに対応するため、様々な分野での支援を強化するととも

に、切れ目のない包括的な支援体制を構築・強化します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
生活困窮者等への 

自立支援の推進 

●生活支援相談窓口を中心として、生活困窮状態にある人を対象に、

一人ひとりの抱える課題を把握し、状況に応じた具体的な支援計画

を作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 

●生活福祉資金貸付制度を通じて、生活を経済的に支えるとともに、

その在宅福祉及び社会参加の促進を図ります。 

２ 
ひきこもり等に 

関する支援の推進 

●生活支援相談窓口において、ひきこもり等、社会的に孤立した状態

にある人が社会とのつながりを取り戻せるよう、当事者及びその家

族に寄り添い支援します。 

３ 
ヤングケアラーの 

支援 

●ヤングケアラーについての社会の理解を深め、ヤングケアラーの早

期発見・支援に向けた啓発を行うとともに、関係機関が連携した支

援体制を整備し、ヤングケアラー及びその家族に対して適切な支援

に取り組みます。 

４ 
子どもの貧困対策 

の推進 

●子どもの貧困対策に向けた相談体制の充実や関係機関との連携強

化、支援体制を整備するとともに、総合的な教育支援と経済的支援

の充実、子ども食堂に関する取り組みや保護者の就労支援などに取

り組みます。 

５ 
虐待・ＤＶ予防と 

早期発見・早期対応 

●虐待やＤＶなどあらゆる暴力を決して許さないという意識づくり

とともに、通告義務や相談窓口の周知徹底を図り、あらゆる暴力被

害の潜在化を防止します。 

●関係機関や地域等との連携を図り、高齢者や障がいのある人、児童

に対する虐待の防止及び早期発見、早期対応を図ります。 

●被害者等が相談しやすい体制づくりとともに、関係機関等との連携

を通じて、被害者の保護・自立に向けた支援に取り組みます。 

６ 自殺対策の推進 

●相談体制の充実やネットワーク強化、地域での「気づき・つなぎ・

見守り」ができる人材の育成、いのちの大切さを実感させる教育・

学習・啓発などの自殺対策を全庁的に取り組みます。 

７ 

高齢者、障がいの 

ある人への就労支援 

の推進 

●シルバー人材センターとの連携などを通じた高齢者の就労支援に

取り組みます。 

●障がいのある人の一般就労や、福祉的就労が進み、自分に合った職

場で働き続けることができるよう、支援の充実に取り組みます。 
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No 取り組み 取り組みの内容 

８ 
再犯防止に向けた 

取り組みの推進 

●「社会を明るくする運動」などを通じて、地域での再犯防止に関す

る理解づくりを進めます。 

●更生保護サポートセンターでの活動などを通じて、犯罪をした人等

への継続的な支援に取り組みます。 

●保護司などの更生保護の担い手への相談支援や、再犯防止に向け

た支援体制の構築に取り組みます。 

※詳細については、「高砂市再犯防止推進計画」を参照ください。 

 

（２）福祉サービス・制度の質の確保・向上と情報提供の充実を図ります。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
福祉サービス・制度 

の質の確保・向上 

●高齢者や障がいのある人、子ども、生活困窮者支援など各分野にお

いて、福祉サービス等の質の確保・向上に取り組みます。 

●福祉サービス等を必要とする人やその家族が、安心してサービス

等を利用できるよう、苦情処理や問題解決に向けた取り組みを推

進します。 

●共生型サービスなど分野横断的な福祉サービス等の検討を進めま

す。 

２ 

福祉サービス・制度 

に関する情報提供・

発信の推進 

●福祉サービス等を必要とする人やその家族が、適切に選択して利用

できるよう、様々な場・機会・媒体を活用して、情報の受け手側の

視点に立った積極的かつ効果的な情報提供・発信に取り組みます。 

●福祉サービス等を必要とする人等の相談体制を確保・充実に取り

組みます。 

●デジタル技術を活用して情報が得られるよう、必要な通信環境の

整備に取り組みます。 
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４）権利擁護支援体制の構築・強化【重点的な施策】 

 

悩みや不安などを抱える人が、安心して、地域で自分らしく暮らすことができるよう、多職種・

多分野がつながり、相談支援及び参加支援に取り組む体制が整備・運用されている地域（５年後に

めざす姿２－２）の実現に向けて、「高砂市成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、権利擁護に

関する相談機能や地域連携の仕組みなどの構築・強化に取り組みます。 

 

（１）権利擁護に関する理解・認識を醸成し、相談機能を強化します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
成年後見支援 

センターの設置 

●成年後見支援センターを設置し、権利擁護や成年後見制度などに関する

広報、相談、利用促進機能の整備を図ります。 

２ 
権利擁護・成年後見 

に関する周知啓発 

●成年後見支援センターを中心に、多様な場・機会・媒体を活用し、権

利擁護や成年後見制度などに関する具体的な周知・啓発、利用促進に取

り組みます。 

３ 

権利擁護・成年後見 

に関する相談機能の 

強化 

●成年後見支援センターを中心に、地域の専門職団体、関係機関の協

力を得て、成年後見制度の利用に関する相談機能を強化します。 

 

（２）権利擁護に関する地域連携の仕組みを構築・強化します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

権利擁護支援の 

地域連携ネット 

ワークの構築・強化 

●権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる

ため、既存の保健・医療・福祉の連携に、司法も含めた地域連携の

仕組み「高砂市地域連携ネットワーク」を構築・強化します。 

 

※上記「取り組みの内容」の詳細については、「高砂市成年後見制度利用促進基本計画」を参照ください。 
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基本目標３ 地域福祉を進める意識と担い手づくり 

市民一人ひとりの地域や福祉などへの意識、理解、行動を拡げるとともに、既存の担い手への支

援や多様な人材の発掘・育成、福祉人材の育成・確保に取り組み、地域福祉を進め、地域共生社会

を実現する人を創ります。 

 

基本目標３で５年後にめざす市民・地域の姿 

３－１：地域福祉を支え、推進する個人・組織など多様な主体が育ち、活躍しています。 

３－２：地域福祉を支え、推進する専門的な人材が育ち、活躍しています。 

 

 

１）地域や福祉などへの意識の向上 

 

地域福祉を支え、推進する個人・組織など多様な主体が育ち、活躍している地域（５年後にめ

ざす姿３－１）の実現に向けて、地域や福祉などへの意識づくりに取り組みます。 

 

（１）まち・地域などへの意識・関心を高め、我が事としての認識づくりを推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
まちや地域への 

関心・愛着の醸成  

●多くの市民が、まちや地域を知り、関心や愛着を持てるようなイベン

ト・行事を充実するとともに、積極的かつ効果的な広報・広聴活動を進

めます。 

●まちや地域のことを我が事として認識できるよう、まちや地域へ

の関心と愛着を、具体的な活動、活躍につなげます。 

 

（２）福祉教育などを通じて、地域や福祉、人権についての正しい理解、認識づくりを推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

子どもを対象とした 

福祉教育・学習等の 

推進 

●保育所、幼稚園、認定こども園や小中学校において、地域での様々

な体験・交流活動を進め、福祉や人権に関する意識づくりを進めま

す。 

●小中学校や高校などにおいて、福祉教育・学習、人権教育や体験学

習に取り組むとともに、ボランティアなどの具体的な福祉活動の

場づくりを進めます。 

２ 
地域での福祉教育・ 

学習等の推進 

●生涯学習の取り組みや出前講座、図書館での取り組み、地域におけ

る学習会、研修会、イベントなど様々な機会・場を積極的に活用し、

福祉を我が事と捉えるための多様な福祉教育・学習、人権教育を推

進、促進します。 
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２）既存の担い手への支援【重点的な施策】 

 

地域福祉を支え、推進する個人・組織など多様な主体が育ち、活躍している地域（５年後にめ

ざす姿３－１）の実現に向けて、既存の担い手への支援、担い手が活動しやすい環境づくりに取

り組みます。 

 

（１）既存の担い手の抱える課題・問題を見える化し、解決を図ることで、担い手が活動しやすい環境

づくりを進めます。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

担い手の抱える 

課題・問題の解決に 

向けた取り組みの 

推進 

●市民主体の活動への支援において、それぞれの担い手の抱える課

題・問題などを把握、整理します。また、それらの解決に向けて、

関連する事例・ノウハウ等の提供、地域とテーマ型活動や多分野間

のマッチング、新たな仕組みづくりなどに取り組み、担い手が「活

動しやすい環境」を整備します。 

２ 

市民主体の活動への 

支援 

【基本目標１－１）】 

●自治会活動への支援【再掲】 

●地域単位で活動する団体・組織の運営・活動への支援【再掲】 

●民生委員・児童委員の活動支援【再掲】 

●福祉委員の活動支援及び小地域福祉活動の活性化【再掲】 

●ボランティア活動の促進【再掲】 

●公益団体活動や自発的市民活動の支援【再掲】 

●当事者団体・組織の活動支援【再掲】 
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３）多様な人材の発掘・育成 

 

地域福祉を支え、推進する個人・組織など多様な主体が育ち、活躍している地域（５年後にめざ

す姿３－１）の実現に向けて、多様な人材の確保・養成、活躍・挑戦への支援に取り組みます。 

 

（１）様々な分野でのボランティアや支援者などの確保・養成、活躍できる環境づくりを推進します。

【再掲】 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
ボランティア活動の 

促進【再掲】 

●高砂市ボランティア活動センターや関係機関等と連携し、多分野

におけるボランティア活動者の確保・育成、情報発信、多分野のボ

ランティア間の情報交換・交流、活動支援などを通じて、ボランテ

ィア活動を促進します。 

２ 

市民が支援者となる 

仕組みの構築・拡充 

【再掲】 

●福祉分野を中心に、地域での支援活動等の担い手（支援者）の確保・

育成、それらの支援者が活躍できる環境づくりに取り組み、市民が

支援者となる仕組みを構築・拡充します。 

【市民が支援者となる仕組みの例】 

認知症サポーター、高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク、家事援

助ヘルパー、ファミリーサポートセンター、意思疎通支援事業など 

 

（２）市民一人ひとりの社会参加や地域での活躍・挑戦などを支援します。【再掲】 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

若年層への 

アプローチの推進 

【再掲】 

●学生や若い世代、働き盛り世代などの地域活動への意識・関心など

を踏まえ、社会参加や地域での活躍・挑戦できる機会づくりに取り

組みます。 

２ 

元気な高齢者への 

アプローチの推進 

【再掲】 

●地域づくり活動の担い手として、元気な高齢者（アクティブシニ

ア）の積極的な社会参加を促進します。 

３ 

新たな社会参加、 

活躍・挑戦への支援 

【再掲】 

●多様な分野の地域課題に対応するため、ソーシャルビジネス、コミ

ュニティビジネス事業者の創業支援などに取り組みます。 
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４）福祉人材の育成・確保 

 

地域福祉を支え、推進する専門的な人材が育ち、活躍している地域（５年後にめざす姿３－

２）の実現に向けて、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）福祉専門職の分野間の交流、顔の見える関係づくり、専門職の育成・確保を推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 福祉専門職の交流 

●各分野の福祉専門職等の交流を促進するとともに、顔の見える関係

づくりを進めます。 

●相談支援に携わる専門職間の連携を図るための仕組みを拡充し、有

機的なネットワークの構築につなげます。 

２ 
福祉専門職の育成・ 

確保 

●福祉専門職・福祉職員に対する知識・技術等の向上に向けた研修を

充実します。 

●関係機関と連携し、福祉専門職の求人事業者と求職者のマッチング

を支援します。 

 

（２）市民に寄り添い、地域の課題に気づき、自主的に取り組む行政職員、参画・協働に取り組む

市職員の育成を推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
市職員の参画・協働 

に対する意識の向上 

●地域との交流や関係機関との交流など様々な経験を積もうとする

意欲を育み、住民や関係者等との対話を基本に、地域の特性を把握

し、住民との参画と協働に取り組む市職員を育成します。 

２ 

市職員の地域福祉に 

関する意識・資質の 

向上 

●市職員の地域福祉に関する意識や資質の向上を図るとともに、地域

福祉の推進に向けた専門的な知見を深めるための取り組みを進め

ます。 
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高砂市再犯防止推進計画 

 

１）策定の背景と趣旨 

平成 28年 12月に再犯防止推進法が施行され、都道府県及び市町村に対し、国の再犯防止推進

計画を勘案して、地方再犯防止推進計画を策定する努力義務が課せられました。 

犯罪をした人等の中には、安定した仕事や住居がない、薬物やアルコール等への依存、高齢で

身寄りがないなど地域社会で生活する上で様々な課題を抱えている人が多く存在します。そのよ

うな人の再犯を防止するためには、刑事司法手続の中だけでなく、刑事司法手続を離れた後も、

継続的にその社会復帰を支援することが必要と考えられます。 

本市においても、再犯防止の取り組みを推進するため、高砂市再犯防止推進計画を策定します。 

 

２）計画の位置づけと期間 

再犯防止推進法第８条第１項に基づく「地方再犯防止推進計画」として策定します。 

また、高砂市再犯防止推進計画の計画期間は、第４期高砂市地域福祉計画の計画期間と同様に、令

和５年度からの５年間とします。 

 

３）再犯防止を取り巻く現状（保護司を対象としたヒアリング結果） 

概要 
日時：令和４年６月 28日 10:00〜11:30 

対象・方法：再犯防止活動に従事する保護司を対象に、対面ヒアリングを実施。 

結果 

①高砂市における犯罪をした人等の実態 

 犯罪をした人が困っていることは、家族・同居人とのつきあい、就労先がないこ

となど。 

 犯罪をした人は、地域に入りにくいと感じている。 

 少年（保護観察処分少年や少年院仮退院者）は減少傾向にある。現状では、普通

の子どもが詐欺に関わったりしたケースが多い。 

 現状、地域では犯罪をした人にあまり関心がないように感じる。そもそも地域へ

の関心が希薄化していることも要因と考えられる。 

②高砂市における犯罪をした人等の支援ニーズ 

 適切なところに就労をしないと再犯につながってしまう。 

 身元引受人が同居を拒否した場合、身元引受人が住まいを確保することになる

が、確保が非常に難しいため、住居のあっせんなどの支援があればよい。 

 少年への修学支援については、学校や先生の再犯防止等に対する認識や意識など

の醸成が必要。 

 犯罪をした人が地域に入っていきやすいように、地域住民の意識や理解などの醸

成が必要。 
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結果 

③支援者の実態、課題、支援ニーズ 

 更生保護サポートセンターができたことによって、面談・面接などの場が確保で

き、活動がやりやすくなった。さらに、市内でも複数の面談・面接の場が必要。 

 再犯防止に関する取り組みを進める上で、保護司として他の組織・団体等との連

携の意向はあるが、市内での連携相手に関する情報などが入手できない。 

 再犯防止活動の担い手として、若い人がもっと参加できるようになれば。 

 保護司として関与できない人（満期出所者等）こそ、アプローチや支援が必要。 

 

４）再犯防止に向けた取り組みの内容 

 

（１）地域での再犯防止に関する理解づくり 

■保護司など更生保護関係者と連携し、７月の強化月間に合わせ、市内各所において、犯罪や

非行のない安全で安心な地域社会を築くための運動である「社会を明るくする運動」に取り

組みます。 

■「社会を明るくする運動」に対する理解を深めることを目的に、次代を担う小中学生を対象

とした犯罪・非行のない地域社会づくりについての作文コンテストを実施します。 

■保護司及び保護司の活動などについて市民への周知に取り組みます。 

 

（２）犯罪をした人等への継続的な支援 

■保護司による生活上の助言・指導や保護観察対象者の就労支援などの相談に対応する更生保

護サポートセンターの活動を支援します。 

■犯罪・非行防止、犯罪をした人等の自立に関する相談窓口である更生保護サポートセンター

の周知に取り組みます。 

■保護司など更生保護関係者をはじめ関係機関・団体、民間事業者等と連携し、社会復帰を求

める人たちの就労への支援、住居や居場所などの確保に取り組みます。 

■地域復帰し自立した社会生活を営むために必要となる保健医療や福祉サービスの確保に取

り組みます。 

 

（３）更生保護の担い手への支援 

■保護司など更生保護関係者への相談支援をはじめ、活動しやすい環境づくりに取り組みます。 

■保護司など更生保護関係者や関係機関、地域団体・組織、既存のネットワーク等との連携を

通じて、再犯防止に向けた支援体制の構築に取り組みます。 
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第５章 計画の推進 

 

１．計画の推進体制 
 

１）市民・地域・事業者等との協働による推進 

市民一人ひとりをはじめ、地域団体・組織、事業者等と本計画の趣旨・内容などの共有を図る

ため、積極的な周知・普及に取り組むとともに、計画に示す「５年後にめざす市民・地域の姿」の

達成に向けて、多様な主体との協働により地域福祉を推進します。 

 

２）高砂市社会福祉協議会との連携 

地域福祉の推進を図ることを目的に組織されている高砂市社会福祉協議会との連携を強化し、

住民主体の取り組みを支援するとともに、具体的な課題の共有・検討、活動・仕組みづくりなど

を推進します。 

 

３）庁内での連携 

本計画で掲げる基本理念（高砂市における地域共生社会）を実現するためには、福祉、保健、

医療、教育、市民活動、環境、交通、都市計画・住宅、多文化共生、産業振興など、多岐に渡る

分野の施策・事業を一体的に推進していく必要があります。また、複合化・複雑化した課題、制

度の狭間の課題などに対応していくためにも、分野を超えた包括的な支援体制を構築・強化して

いく必要があります。 

そのため、地域福祉に関わる課題等を庁内関係部署で共有し、課題の解決に向けて「地域福祉

計画推進庁内委員会」等で分野間の連携・調整に取り組み、関連する施策・事業を推進します。 

なお、福祉分野の個別計画をはじめとする関連計画の推進や見直し時には、本計画との整合性

を確保しつつ、各計画で示された施策の展開を図ります。 

 

４）広域での連携 

地域福祉を推進するにあたって、市単独では解決が困難な課題・問題や、広域的な対応が効果

的な課題・問題などについては、近隣市町や兵庫県との情報共有や連携を強化し、その解決を図

ります。 

 

２．計画の進捗管理・評価 

本計画において、進捗管理と評価などを進めるため、市民代表、各種団体代表、学識経験者等で構成

される「高砂市地域福祉計画推進委員会」において、本計画の進捗管理の確認とともに、検証及び評価

を行います。なお、計画の進捗管理と検証及び評価はＰＤＣＡサイクルに基づいて実施します。 
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