
         

～福祉委員情報紙～

数
年
前
に
地
区
の
福
祉
委
員
を
２
年
間
務
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
当
時
は
委
員
の
役
割
も
十
分
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
福
祉
委

員
を
さ
せ
て
も
ら
い
、
人
の
繋
が
り
が
希
薄
に
な
り
、
地
域
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
壊
れ
、
な
ん
と
な
く
寂
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

３
年
前
の
夏
、
地
区
の
公
民
館
行
事
の
際
、
「
時
々
集
ま
り
が
あ
る

と
い
い
ね
」
と
の
声
を
聞
き
、
１
年
目
は
試
行
錯
誤
の
サ
ロ
ン
の
運
営

で
し
た
。
そ
の
後
、
市
社
協
と
相
談
し
、
私
は
区
の
福
祉
委
員
と
し
て

こ
の
会
に
参
画
し
、
今
で
は
食
事
や
お
し
ゃ
べ
り
の
他
、
講
師
の
話
を

聞
き
な
が
ら
楽
し
い
サ
ロ
ン
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

「
近
場
で
人
が
集
ま
る
場
」
が
あ
る
こ
と
は
、
一
住
民
と
し
て
楽
し

み
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
福
祉
委
員
の
役
割
で
も
あ
る
区
内
の
情
報

収
集
や
見
回
り
が
で
き
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
区
長
や
、
民
生
委
員
と
の

連
携
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
、
皆
様
の
ご

指
導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 
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福祉委員 斎藤 道広（三国町）さんに

「いきいきサロンはまだかの～」、最近、お

年寄りの方に会うとよく聞かれます。

当地区（池上・城ヶ原）がサロンを開催する

ようになって、18 年が経ち、今では多くの方々

が心待ちにしてくださっています。第 1 回目は

5 名（対象者 70 名）で、スタッフ 6 名とさみ

しいサロンでしたが、その後、区長さん、民生

委員さん等、多くの方々のご理解とご協力によ

り、現在は年 6 回、参加者も 50 名くらいにな

り、ワイワイガヤガヤと毎回楽しく過ごしてい

ます。

今後、ますます大切になってきます福祉活動

ですが、福祉委員だけでなく、区長さん中心に、

各種団体、そして各ご家族の理解を得ながら、

気長に、地道に続けていかなければならないと

思います。

ある日の様子  

こ
こ
で
一
言

聞いてきたざ～

坂井町東区の第 1 回目のふれあいサロン「元気」を開催しま

した。「今日はありがとのぉ～」、「世話になるのぉ～」と言いな

がら、ひとりふたりと集落センターに高齢者の方が集まってき

ました。福祉委員さんだけでなく、区長さん、そして老人クラ

ブ会長さんのご協力をいただき、男性 4 名、女性 10 名の参加

者を得て、「健康チェック」や「体操」、「認知症に関する話」な

ど、終始にぎやかに楽しくサロンを開催することができました。

第 1 回目でもあり、どれだけ参加してもらえるだろうかと心

配しましたが、思った以上の参加者がありました。なによりも「良かったわ～」「楽しかったわ～」

と皆さんが笑顔で帰って行かれたので、ほっと胸をなでおろしました。その中で、参加者のお話を聞

いていると、「○○さんちのおばちゃん、長いこと顔見んのぉ～。どうしてるんやろ～。」との声も聞

き、近所でありながら、顔を会わせる機会が少なくなっていることを痛感いたしました。

このサロンは、やっと一歩を踏み出したところですが、これから一人でも多くの方に参加していた

だけるよう工夫して楽しいふれあいの場を作り、少しでも『元気づくり』のお手伝いをしていけ

たらと思います。

                                  坂井町東区 福祉委員

坂井町東区は 34 の世帯があり、高齢化率は 25.3%で、地区内に小学校があります。昨年の 12

月に福祉委員が中心となりサロンを立ち上げました。



福
祉
委
員
を
引
き
う
け
て
３
年
に
な
り

ま
す
。
１
年
目
は
地
区
で
ど
ん
な
仕
事
を
す

る
の
か
、
実
際
何
に
取
り
組
め
ば
い
い
の
か

と
思
い
悩
み
ま
し
た
。

３
年
目
に
な
り
、
私
の
地
区
で
は
高
齢
者

と
若
い
人
と
の
か
か
わ
り
が
少
な
く
な
っ

て
い
る
！
と
感
じ
、
私
も
地
区
を
元
気
に
す

る
た
め
の
力
に
な
り
た
い
と
サ
ロ
ン
開
催

を
決
意
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
民
生
委
員
を
始
め
、
地
区
の

方
々
の
協
力
を
得
て
、
７
月
に
３
地
区
合
同

の
サ
ロ
ン
を
開
催
し
ま
し
た
。

参
加
し
た
お
年
寄
り
の
方
々
か
ら
は
「
次

は
い
つ
？
」
「
体
操
が
良
か
っ
た
」
と
の
声

が
聴
か
れ
、
地
区
を
元
気
に
す
る
と
同
時
に

私
た
ち
も
元
気
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た

と
感
じ
て
い
ま
す
。
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掲載等のお問い合わせは

みくに支部   Tel ８２－１１７０

       Fax ８２―１５９３

まるおか支部 Tel ６８ー５０６０

      Fax ６７―２９５０

はるえ支部  Tel ５１－４５４５

      Fax ５１―６２６９

さかい支部  Tel ６７―０６４０

      Fax ６７―２８０７

福祉マップとは「災害福祉マップ」や「支え合いマップ」等を総称したものです。

福祉マップを作ることで、地区内にどのような「気になる人」がいるか、福祉委員だ

けでなく、区長、民生委員児童委員が自分の地区の見守り対象者の把握や情報共有を

することができます。

災害福祉マップってなに？

初
め
て
の
サ
ロ
ン
へ

支え合いマップは、要援護者や普

段からの見守りを行う支援者の分布

把握等、その地区を住民自らが振り

返ることで、地域の課題やそれに対

しての解決策を話し合うために用い

ます。地区の地域の住民座談会等で

活用されています。

支え合いマップってなに？

災害福祉マップは災害時（地震、洪水、

津波等）が起きた場合、どのように要援護

者の避難誘導を行うか、どのように安否確

認を行うかを話し合うために用います。

防災活動と合わせて活用されています。

うちの地区にも

要援護者ってこ

ん な に い た ん

だ！！

福祉マップって問

題がわかりやすく

なるね！！


