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資料５

 本計画（案）は、令和５年１１月初旬時点の内容のものであり、令和６年３月の策定
（改定）に向けて、川崎市社会福祉審議会地域福祉分科会やパブリックコメント、庁内
協議等の意見を踏まえ、一部内容や表現が変更となる場合があります。
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地域福祉計画  
川崎市では、３年に一度「地域福祉計画」をつくっています。計画には、川崎市

全体の計画が一つと区ごとの計画がそれぞれあります。 
地域福祉の概念は、「住み慣れた地域社会の中で、家族、知⼈、友⼈、近隣住⺠な

どとの社会関係を保ち、自らの能⼒を最⼤限発揮し、誰もが自分らしく、誇りを持
って、家族及び地域の一員として、日常生活を送ることができるような状態をつく
っていくこと」であって、決して特別なことではありません。 

私たちは、生まれてから死を迎えるまでの生涯を通じて、多かれ少なかれ、必要
に応じて、周りの⼈の支援を得て問題を解決しながら生きています。地域福祉の概
念を実現するためには、まずは、社会の中のサービスを利⽤することも含めて自分
でできることは自分でする「自助」、近隣の助け合いやボランティアなどの顔の⾒え
るお互いの支え合いの取組としての「互助」、介護保険や医療保険に代表されるお互
いの支え合いを制度化した取組としての「共助」、困窮など自助・互助・共助では対
応が難しいことで公的な生活保障を税により取り組む「公助」の組み合わせによる
取組を進めることが必要です。 

こうした「自助・互助・共助・公助」の様々な取組を進める計画として、地域福
祉を進める理念や仕組みをまとめた⾏政がつくる「地域福祉計画」と、市⺠の活動・
⾏動のあり方をまとめた社会福祉協議会がつくる「地域福祉活動計画」があります。
「第 7 期幸区地域福祉計画」は、川崎市全体の「第 7 期川崎市地域福祉計画」、幸
区社会福祉協議会がつくる「第 6 期幸区地域福祉活動計画」と相互に連携・補完し
ながら、事業展開していく関係にあります。 

「幸区に住んで良かった」「幸区に住み続けたい」。一⼈でも多くの住⺠がそう感
じられる幸区にするために、⼤きくても小さくても一⼈ひとりの夢が「ひろがり」、
未来に向けた地域の中で、その⼈個⼈や地域活動の有形・無形の想いが多くの⼈に
「つながり」、困った時には必要な相談支援がしっかりと「とどく」ことで、幸区の
まちをより暮らしやすいまちにしていくための方策が「第７期幸区地域福祉計画」
としてまとめられています。（第６期の振り返りは 25 ページ参照。） 

地域福祉は、地域住⺠、町内会・自治会、学校、社会
福祉協議会、様々な地域活動団体、ボランティア、⺠生
委員児童委員、保健医療福祉関係事業者、企業、⾏政な
どあらゆる⼈々が担い手になります。さあ、この計画書
を片手に、未来の幸区を一緒に作りましょう。

地
域
福
祉
計
画 

わ
が
ま
ち
を
知
る 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わがまちを 
知 る 

１ 幸区のプロフィール 
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まずは、自分のまちの情報を知ろう︕ 
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幸区基本データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
１ 中原区 10,827 
２ 多摩区 7,697 
３ 幸区 5,584 
４ 宮前区 5,040 
５ 麻生区 3,501 
６ 高津区 3,045 
７ 川崎区 285 

 

町内会自治会 
加⼊率（％） 

年少⼈⼝割合（％）
（15 歳未満⼈⼝） １位 ⼈⼝増減数（⼈） 

（直近５年合計） ３位 

資料︓川崎市統計情報「川崎市の⼈⼝
動態」 

（平成 30 年から令和４年の合計値） 

２位 

⼈⼝ 

172,561 ⼈ 

男性 

⼥性 

87,779 ⼈ 

84,782 ⼈ 

平均年齢 
43.81 歳 

昼夜間 
⼈⼝⽐率 95.3 

外国⼈住⺠⼈⼝ 
5,915 ⼈ 

１ 幸区 66.4 
２ 麻生区 61.3 
３ 中原区 61.2 
４ 宮前区 58.9 
５ 高津区 57.5 
６ 川崎区 52.1 
７ 多摩区 50.3 

 

【資料】 
⼈⼝・平均年齢︓川崎市統計情報「町丁別年齢別⼈⼝」（令和５年３⽉末日現在） 
世帯数︓川崎市統計情報「町丁別世帯数・⼈⼝」（令和５年３⽉末日現在） 
外国⼈住⺠⼈⼝︓川崎市統計情報「川崎市管区別年齢別外国⼈住⺠⼈⼝」（令和５年３⽉末日現在） 
昼夜間⼈⼝⽐率︓令和２年国勢調査（令和２年 10 ⽉ 1 日現在） 

資料︓令和４年度川崎市統計書 
「住⺠組織加⼊状況」 
（令和４年 4 ⽉ 1 日現在） 
 

７区比較で読み解く幸区 

資料︓川崎市統計情報 
「町丁別年齢別⼈⼝」 
（令和５年３⽉末日現在） 

幸区は川崎市の南東部に位置し、川崎区・中原
区、横浜市の鶴⾒区・港北区、東京都の⼤⽥区と
隣接しています。北に多摩川、南に鶴⾒川、⻄に
矢上川と三方を川に囲まれています。地形は、区
域北⻄部に位置する加瀬⼭(標高約 35m)とその
周辺を除き高低差はあまりなく、平坦な土地が
広がっています。 
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１ 宮前区 13.3 
２ 幸区 13.2 
３ 中原区 12.6 
４ 麻生区 12.4 
５ 高津区 12.2 
６ 多摩区 10.7 
７ 川崎区 10.3 

 

86,486 世帯 世帯数 

 川崎市立 
看護大学 
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■幸区のシンボルマーク 

幸区の頭文字「S」と無限⼤のマーク「∞」
をイメージしている。⼆つの輪は、区⺠の深
いつながりと伸びゆく情報発信を表し、地域
の温かい⼈情と未来都市への無限の可能性に
あふれた区を象徴しています。 

出⽣率（‰） 
 

外国⼈住⺠ 
⼈⼝（⼈） 

昼夜間⼈⼝ 
比率（％） 
 

２位 ２位 
１ 中原区 9.6 
２ 幸区 8.7 
３ 高津区 8.1 
４ 多摩区 7.7 
５ 宮前区 7.3 
６ 麻生区 6.6 
７ 川崎区 6.0 
 

１ 川崎区 116.2 
２ 幸区 95.3 
３ 中原区 83.3 
４ 高津区 82.1 
５ 麻生区 81.3 
６ 多摩区 79.1 
７ 宮前区 74.5 

 

１ 川崎区 16,962 
２ 中原区 6,506 
３ 幸区 5,915 
４ 高津区 5,653 
５ 多摩区 5,056 
６ 宮前区 4,420 
７ 麻生区 3,280 

 

３位 

幸区のシンボルマーク 

■幸区の区の木と区の花 
昭和 47 年(1972 年)に川崎市が政令指定
都市に移⾏し、⾏政区として幸区が誕生し
ました。平成 24 年（2012 年）に 40 周
年を記念して「ハナミズキ」が区の⽊、
「ヤマブキ」が区の花に制定されました。 

区域内の交通 
区域内の交通としては、幹線道

路の国道１号線（第⼆京浜）が区
域の東側を南北に縦断し、国道
409 号線（府中街道）が北側を東
⻄に横切っています。鉄道は JR
南武線と横須賀線が⻄側を南北
に縦断しており、JR 川崎、尻手、
⿅島⽥、新川崎の４駅が⽴地して
います。 

資料︓令和 4 年度川崎市統計書 
「出生・死亡・婚姻・離婚数の推移」 
（令和３年１⽉から 12 ⽉の出生率） 
 

資料︓令和２年国勢調査 
（令和２年 10 ⽉ 1 日現在） 
 

資料︓川崎市統計情報「川崎市管区別 
年齢別外国⼈住⺠⼈⼝」 
（令和５年３⽉末日現在） 
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137,500 
145,055 
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171,804 171,489 172,247 172,561 
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（2022）
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（2023）

（人）（⼈、世帯）

総⼈⼝ 世帯数 １世帯当たり⼈員

2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

10.5 11.1 11.9 12.1 11.8 11.5 11.2 11.0 10.8 10.6 10.5

1.9 1.8 1.6 1.6 1.9 2.3 2.3 2.1 2.0 2.0 1.9
1.7 1.9

2.3 2.4 2.4 2.4 2.6 2.9 3.1 3.1 3.1
16.1

17.1
18.2 18.5 18.6 18.5 18.4 18.3 18.2 18.0 17.7

0.0
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4.0
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20.0

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年

（万⼈）

15歳未満 15歳〜64歳 65歳~74歳 75歳以上

 
 

⼈⼝ 
⼈⼝・世帯数は増加傾向、１世帯当たりの⼈員は減少傾向 

幸区の総⼈⼝と世帯数の推移 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料︓川崎市統計情報「町丁別世帯数・⼈⼝」 

（各年 9 ⽉末日現在、令和５年は 3 ⽉末日現在) 
 
 
 

総⼈⼝は 2035 年にピーク、75 歳以上⼈⼝が大幅に増加 
幸区の年齢区分別将来⼈⼝推計 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料︓川崎市総務企画局「川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来⼈⼝推計（更新版）」 
（令和４年２⽉） 

人口は増えているけれど、 
１世帯の人数は減っているね。 
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 統計データから⾒る幸区 ２ 

１年ごと 5 年ごと 

〜
〜

〜
〜

〜
〜

〜
 

2035 年をピークに⼈⼝
が減少していくんだね。 
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高齢者の暮らし 
ひとり暮らし高齢者は男⼥とも増加傾向 

幸区のひとり暮らし高齢者数の推移 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
資料︓国勢調査（各年 10 ⽉ 1 日現在） 

 
 
 

夫婦ともに高齢者の世帯数は増加傾向 
幸区の高齢者夫婦世帯数の推移 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

資料︓国勢調査（各年 10 ⽉ 1 日現在） 
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ひとり暮らしの高
齢者も増えている
けれど、高齢者だ
けで暮らす世帯も
増えているね。 

25 年で約 2.4 倍 

25 年で約 3.3 倍 

ひとり暮らしの高齢者が 
増えているね。 

（夫 65 歳以上,妻 60 歳以上の夫婦のみの世帯） 
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子ども・子育て世代の暮らし 
出⽣率は平成 22 年から低下傾向 

幸区の出⽣数・出⽣率の推移 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
資料︓川崎市統計書（各年次） 

 
 
 
 
 

未就学児がいる世帯の夫妻ともに就業している率が上昇 
夫婦のいる世帯のうち、夫妻ともに就業している世帯の割合（最年少の子どもの年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料︓国勢調査結果から作成 
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10.0
9.5

10.9
10.6

9.5 9.5 
8.7 

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

0

500

1,000

1,500

2,000

平成12年
（2000）

平成17年
（2005）

平成22年
（2010）

平成27年
（2015）

令和元年
（2019）

令和２年
（2020）

令和３年
（2021）

（‰）（⼈）

出生数 出生率

〜
〜

〜
〜

〜
〜

〜
 

幸区の⼈⼝の 100 ⼈に 
１⼈は新しく誕生した 
赤ちゃんなんだね。 

未就学児を持つ夫婦世帯の就業率
が⼤きく伸びているんだね。 
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45,890 46,535 51,366 53,308 53,566 53,650 53,789 

77.0 76.6
73.3 71.6

65.2

66.9 66.471.6 71.5
66.7

63.8

59.0 58.4 57.7

50.0

60.0

70.0

80.0

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

平成12年度
（2000）

平成13年度
（2005）

平成22年度
（2010）

平成27年度
（2015）

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

（％）（⼈）

加⼊世帯数 加⼊率（幸区） 加⼊率（市）

地域福祉に関する統計 
障害者手帳所持者数はいずれも増加傾向 

幸区内の障害者手帳所持者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料︓川崎市健康福祉年報（各年度末） 
 
 

町内会・自治会加⼊率は市を上回るものの、低下傾向 
幸区内の町内会・自治会加⼊状況の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料︓川崎市統計書「住⺠組織加⼊状況」 
（各年度 4 ⽉ 1 日現在） 

 
  

特に、知的障害 （療育手帳）や精神障害 （精神
保健福祉手帳）を持つ⼈の数が増えているね。 

3,624 
4,035 

4,663 4,982 5,024 4,950 4,983 

521 702 899 1,143 1,426 1,479 1,553 

241 550 860 

1,242 1,613 1,633 1,693 

0

2,000

4,000

6,000

平成12年度
（2000）

平成13年度
（2005）

平成22年度
（2010）

平成27年度
（2015）

令和元年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

（⼈）

身体障害者手帳所持者数 療育手帳所持者数 精神保健福祉手帳所持者数

〜
〜

〜
〜

〜
〜

 

5 年ごと １年ごと 

町内会・自治会加⼊世帯数は増え
ているけど、加⼊率は下がってい
るんだね。 

〜
〜

〜
〜

〜
〜

〜
 

5 年ごと １年ごと 

地
域
福
祉
計
画 

わ
が
ま
ち
を
知
る 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 



 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
   

資料︓川崎市統計情報「町丁別世帯数・⼈⼝」（令和 5 年 3 ⽉末日現在）  

川崎市では、地域包括ケアシステム構
築に向けて、地区カルテ等を活⽤した地
域マネジメントを一層推進するため、市
内を 44 の圏域に分け「地域ケア圏域」を
設定しました。 

幸区では、７つの地区に分け、地域福祉
向上に向けた取組を推進していきます。 

南河原 
28,798 ⼈     

⼤宮町、幸町、中幸町 
堀川町、南幸町、都町 

柳町 

７つの 
 

地域ケア   
圏  域 

（⼈⼝と町） 

河原町 
6,314 ⼈     
河原町 

 

御幸東 
29,571 ⼈     

遠藤町、小向 
小向町、小向東芝町 

小向仲野町、小向⻄町 
紺屋町、神明町 
⼾手、⼾手本町 

 ３ 幸区をもっと細かく⾒てみる（地区の概況） 地
域
福
祉
計
画 
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日吉第３ 
25,300 ⼈     

小倉、新小倉 
東小倉 

 

日吉第２ 
19,421 ⼈     

南加瀬 

日吉第１ 
22,193 ⼈     

北加瀬、矢上 
新川崎、⿅島⽥ 

御幸⻄ 
40,964 ⼈     

下平間、塚越 
東古市場、古市場 

古川町、新塚越 
 

幸区役所では、町内会・自治会単
位で統計資料や地図を⽤いて、地域
の特徴や現状等をまとめた地区カ
ルテとともに、それよりも広い範囲
となる「地域ケア圏域」の統計情報
を整理し、地域ごとの良いところや
課題となるところの把握に努めて
います。 

皆さんの住んでいる地域がどの
エリアになるのか確認し、どのよう
なまちをつくっていきたいか、とも
に考えていきましょう。 

幸区地区カルテ 

ウェブ上での検索で 
サイトをご覧いただけます 
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南河原地区 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
御幸東地区 
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こんなまち 

●ＪＲ川崎駅⻄⼝から国道１号線に
向かって広がるエリア。 
川崎駅の再開発に伴って、高層
マンションや⼤型商業施設などが
目⽴ちます。 

こんなまち 

●区役所や市⺠館、幸区社会福祉協議会や 
健康福祉プラザがあるエリア。 
国道１号線に沿って両側に広がるまちです。 
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河原町地区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御幸⻄地区 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地
域
福
祉
計
画 

わ
が
ま
ち
を
知
る 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 

こんなまち 

●川崎駅や多摩川にもほど近い場所
に位置する⼤型団地。団地内には、
商店や郵便局、保育園、特別養護
⽼⼈ホームなどもあります。 

こんなまち 

●府中街道（国道 409 号線）を
挟んで、多摩川から南武線に
向かって広がるエリア。 
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日吉第１地区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日吉第２地区 
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こんなまち 

●新川崎駅、⿅島⽥駅周辺
に、⼤型マンションが
増えているエリア。 

こんなまち 

●夢⾒ヶ崎動物公園、日吉
合同庁舎があり、矢上川、
鶴⾒川を挟んで横浜市と
隣接するエリア。 
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日吉第３地区 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

こんなまち 

●新鶴⾒操⾞場跡地を挟み、線路に
沿って、⼤型マンションが建設
されているエリア。 
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 川崎市立 
看護大学 
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１ 第６回川崎市地域福祉実態調査結果 
２ 第６期幸区地域福祉計画を振り返る 
３ 第７期幸区地域福祉計画推進の視点 

 2 

Chapter 
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みんなはどう思ってるんだろう… 
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（１）第６回川崎市地域福祉実態調査 
地域福祉に関するニーズを把握し、本市における地域福祉の向上に資する

第７期地域福祉計画策定に向けた基礎資料とすることを⽬的に、令和４
（2022）年度に「地域福祉実態調査」を実施しました。調査の主な結果は次
のとおりです。 
 
【幸区での実施状況】 
 対 象 者  市内在住の 18 歳以上の男⼥（外国⼈を含む）各区 1,000 ⼈ 
 抽 出 方 法 住⺠基本台帳から無作為抽出 
 調 査 方 法 郵送配布・郵送回収 
 調 査 時 期 令和４（2022）年 11 ⽉〜12 ⽉ 
 有効回収数  363 ⼈（36.3％） 
 
 
 
（２）主な調査結果 
 

地域のこと 
Ｑ１ 地域で問題になっていることってどんなこと︖ 

地域において今何が問題だと感じていますか（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

32.2 

30.6 

20.9 

20.7 

16.5 

10.5 

10.2 

9.1 

6.3 

5.5 

2.8 

30.0 

1.0 

0 10 20 30 40

地域防犯・防災に関すること
高齢者に関すること
子どもに関すること

地域のつながりに関すること
適切な情報⼊⼿

健康づくり
家族不安や⼼配事の相談相⼿

障害児・者
地域活動・資源が不⼗分

活動の拠点・場所
その他

特にない
無回答

（％）

 １ 第６回川崎市地域福祉実態調査結果 

防犯・防災、高齢者、 
子ども、つながり… 

N＝363 ⼈ 
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第６回川崎市地域福祉実態調査 ウェブ上での検索で 
サイトをご覧いただけます 
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Ｑ２ 生活での心配ごとや悩みごとを相談する⼈は誰︖ 

日常生活で心配ごとや悩みごとがある時誰に相談していますか（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ３ ご近所の方とは、普段どの程度のお付き合い︖ 

普段ご近所の方とどの程度のつきあいをしていますか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.4 

6.3 

27.0 

43.5 

18.5 

0.6 

2.8 

0 10 20 30 40 50

家族のように親しくつきあっている

電話、メールなども含めて、親しく話をする

ときどき話をする程度

あいさつをする程度

ほとんど付き合いがない

その他

無回答

（％）

71.1 

51.5 

39.1 

8.8 

8.5 

6.1 

3.3 

3.0 

2.2 

0.8 

0.8 

0.0 

2.5 

2.8 

2.8 

2.8 

0 20 40 60 80

同居している家族

友⼈・知⼈

離れて暮らしている家族

インターネット

かかりつけの医療機関

近所の⼈

地域包括支援センター等専門相談機関

福祉施設やサービス提供事業所の職員

区役所地域みまもり支援センター

⺠⽣委員児童委員

⺠間の相談機関

社会福祉協議会

その他

相談する⼈はいるが誰にも相談しない

相談する⼈がいない

無回答

（％）

N＝363⼈

家族や友⼈・知⼈が中⼼だね。 

N＝363 ⼈ 
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あいさつをする程度、ときどき 
話をする程度で約７割いるね。 
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3.9 1.9 4.4 2.5 

42.1 

1.1 

19.8 
24.2 

0

10

20

30

40

50

60

⑧⑦⑥⑤④③②①

（％）

Ｑ４ 助け合いができる地域ってどれくらい︖ 

助け合いができる「地域」の範囲をどの程度だと考えますか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ５ 近所や地域住⺠同⼠の交流についてどう思っている︖ 

近所付き合いや地域住⺠同⼠の交流についてどの程度必要とお考えですか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

29.5 

46.0 

7.7 

1.4 

5.5 

3.0 

1.7 

1.4 

3.9 

0 10 20 30 40 50

隣近所程度

町内会・⾃治会程度

⼩学校区程度

中学校区程度

お住まいの区内程度

川崎市内程度

それ以上

その他

無回答

（％）

N＝363 ⼈ 

隣近所や町内会・⾃治会程度
の範囲が多いんだね︕ 

① 地域で助け合うことは⼤切であり、そのためにも普段からの交流は必要だ 
② いざという時には助け合いたいので、多少⾯倒でも普段から交流しておいた方

が良い 
③ 地域での助け合いは必要と思わないが、地域で交流すること⾃体は⼤切 
④ 困った時は当然助け合うべきだが、⽇頃の交流は⾯倒なのであまりしたくない 
⑤ 地域との交流より、気のあった仲間やグループで交流し、その中で助け合えば

良い 
⑥ 困った時は⾏政などが支援すべきで、地域での助け合いや⽇頃からの交流は 

必要ない 
⑦ その他   ⑧無回答 

地域の交流は必要ないと考える⼈は 
約５割いるんだね。 

地域での交流は必要 地域での交流は必要ない 
45.1％ 

N＝363 ⼈ 

49.0％ 
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42.8 
29.0 

20.3 
18.8 

13.8 
10.9 

10.1 
8.0 

7.2 
2.9 

6.5 
2.2 

0 10 20 30 40 50

⾃分たちのために必要な活動
家族・友⼈・知⼈に誘われた

つきあいのためやむを得ず
⼈の役に⽴ちたい

学校の授業等での機会
楽しそう

趣味や特技を活かす
余暇を有効に活用したい

困っている⼈や団体に頼まれた
なんとなく

その他
無回答

（％）

地域で活動に参加すること 
Ｑ６ 地域活動やボランティア活動への参加経験は︖ 

地域活動やボランティア活動に参加したことがありますか（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ７ 地域活動やボランティア活動への参加する動機ってどんなこと︖ 

地域活動やボランティア活動に参加した動機やきっかけはなんですか（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

25.1 

16.3 
14.6 

6.6 
6.3 
5.5 

4.7 
3.9 

2.5 
2.2 
1.7 
1.7 
1.1 

0.3 
0.8 

12.9 
47.9 

1.1 

0 10 20 30 40 50

町内会・⾃治会
お祭りやイベント

環境美化（ごみ拾いなど）
子育て

スポーツ
高齢者

健康づくり
障害児・者

社会福祉協議会
地域安全

文化・芸術
⾃分のスキルを活かした活動

医療
オンラインでの活動

その他
今後、条件が整えば参加

参加したことがない
無回答

（％）

参加したことがない⼈も
多いけど、４割近くは 
何らかの経験があるね︕ 

⾃分たちのための活動と
思っている⼈が多いね︕ 

N＝363 ⼈ 

N＝138 ⼈ 
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Ｑ８ なぜ参加しない・できないのだろうか︖ 

地域活動やボランティア活動に参加したことがない理由はなんですか（複数回答）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ９ どのような状況になれば参加したいと思うのだろうか︖ 

どのような状況になれば、地域活動やボランティア活動に参加したいと思いますか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

41.4 

34.5 

25.3 

20.7 

9.8 

4.0 

3.4 

2.9 

5.2 

12.6 

12.1 

0 10 20 30 40 50

活動する時間ができれば

きっかけがあれば

興味を持てる活動があれば

身近に活動グループや仲間がいれば

体⼒や健康に⾃信があれば

オンライン等を活用した活動であれば

活動参加が評価されるようになれば

家族や職場の理解が得られれば

その他

活動はしたくない

無回答

（％）

59.2 

29.3 

27.0 

16.7 

12.1 

8.6 

6.3 

5.7 

5.2 

0.6 

0.6 

4.6 

14.4 

1.7 

0 20 40 60

仕事や家事が忙しく時間がない

身近に活動グループや仲間がいない

きっかけがつかめない

⼀度はじめると拘束されてしまう

⼈と接するのが苦⼿

興味を持てる活動がない

健康に⾃信がない

活動をしたくない

育児・介護が必要な家族がいる

家族や職場の理解が得られない

⾏政や事業者が⾏えばよい

その他

特に理由はない

無回答

（％）

時間がない⼈への工夫や
きっかけづくりができな
いかなぁ… 

N＝174 ⼈ 

N＝174 ⼈ 

活動に参加しやすくなる 
きっかけづくりや情報発信
が求められているんだね。 
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いつまでも安心して暮らすために 
Ｑ１０ どんな手助けを地域の⼈に求めたい︖ 

日常生活が不⾃由になった時どんな手助けをして欲しいですか（３つまで） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ１１ ⾃分ができることってどんなこと︖ 

地域で安心して暮らすために、⾃分ができることはなんですか（３つまで） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

58.1 

32.5 

27.5 

17.6 

9.9 

8.5 

8.3 

8.3 

6.3 

5.8 

1.9 

1.9 

10.7 

3.3 

0 10 20 30 40 50 60 70

安否確認の⾒守り・声かけ
災害時の⼿助け

ちょっとした買い物
趣味など世間話の相⼿

ごみ出し・⾬⼾の開け閉め
外出の付き添い

子育て・介護などの相談相⼿
炊事・洗濯・掃除などの家事

電池交換や簡単な⼤工仕事
子どもの預かり

草むしり、冷蔵庫内の整理
その他

特にない
無回答

（％）

44.1 

34.4 

32.0 

27.8 

13.2 

9.9 

8.0 

7.4 

6.6 

1.7 

0.8 

1.4 

12.7 

6.3 

0 10 20 30 40 50 60 70

安否確認の⾒守り・声かけ
炊事・洗濯・掃除などの家事

災害時の⼿助け
ちょっとした買い物

外出の付き添い
ごみ出し・⾬⼾の開け閉め

子どもの預かり
趣味など世間話の相⼿

子育て・介護などの相談相⼿
電池交換や簡単な⼤工仕事
草むしり、冷蔵庫内の整理

その他
特にない

無回答

（％）

⾒守り・声かけや 
災害時の⼿助けは多いね︕ 

N＝363 ⼈ 

N＝363 ⼈ 

Ｑ１０の⼿助けして欲しいこ
ととの比較も興味深いね︕ 
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Ｑ１２ どうしたら社会的不安や孤独・孤⽴に対応できるだろう︖ 

社会的不安や孤独・孤⽴に対して、どのような取組が有効だと思いますか（５つまで） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ１３ 療養生活を在宅で過ごすことについてどう思う︖ 

⻑期の医療や介護が必要となった場合、⼊院せず在宅で療養することは可能ですか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

50.4 

38.6 

31.1 

28.9 

28.4 

27.5 

26.2 

26.2 

14.9 

13.5 

1.7 

2.2 

6.6 

1.7 

0 20 40 60

地域住⺠による⾒守り、声かけ

電気・ガス・水道の検針や新聞・牛乳配達の活用

ごみ収集による確認

⺠⽣委員児童委員による⾒守り

地域包括支援センター等による実態把握

弁当配食時の安否確認

会食会、コミュニティ・カフェ、サロンでの交流

児童の登下校時の⾒守り

定期的な電話や傾聴等の話し相⼿

身近な地域での運動や体操

その他

特にない

わからない

無回答

（％）

N＝363 ⼈ 

N＝363 ⼈ 

身近な⼈の声かけや 
⾒守りが⼤事だね。 

5.2 

28.9 

36.6 

10.2 

14.0 

1.7 

3.3 

0 10 20 30 40

①現在、在宅で療養している

②在宅で療養したいし、可能

③在宅で療養したいが、不可能

④在宅で療養可能だが、したくない

⑤在宅で療養不可能で、したくない

その他

無回答

（％）

在宅で療養がし
たくても難しい
と思っている⼈
は多いね。 
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地域福祉の推進に向けて 
Q１４ 市⺠が取り組むべきことってどんなこと︖ 

地域福祉を進めるために、市⺠が取り組むべき重要なことはなんですか（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q１５ ⾏政が取り組むべきことってどんなこと︖ 

地域福祉を進めるために、⾏政が取り組むべき重要なことはなんですか（複数回答） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

37.2 

34.4 

31.7 

21.5 

20.9 

3.9 

10.5 

7.4 

0 20 40 60（％）

49.0 

46.0 

36.6 

34.6 

33.6 

23.8 

21.5 

2.7 

1.0 

0 20 40 60（％）

助け合いの意識の
向上や相談相⼿を
増やすこと、 
できそうなことは
ありそう︕ 地域活動する⼈を増やす 

特にない 

無回答 

地域活動と⾏政の連携 

⼈とサービスを 
つなぐことや、 
情報提供に関する
ことが多いね。 

サービスが利用できない、 
結び付かない⼈への対応の充実 

家族以外の⼈で、身近な困りごと 
などを相談できる⼈を増やす 

地域での交流を通して、住⺠同⼠の 
助け合いの意識を向上させる 

N＝298 ⼈ 

住⺠同⼠が話し合う機会をつくる 

地域課題を共有する場の提供 

地域活動⼈材の育成 

その他 
 

地域で困っていることや⾃分ができる 
ことを知らせる情報が集まる場をつくる 

N＝363 ⼈ 
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福祉サービスを適切に利用することが
できるような評価や内容の情報開示 

地域課題やニーズの把握 

⼀元的な情報提供と相談の場づくり 

その他 

無回答 



25 

 
 
第７期幸区地域福祉計画の策定に向けて、令和 5（2023）年度第 1 回幸区

地域福祉計画推進会議において、第６期計画の取組状況や達成状況について
振り返りながら、委員同⼠の意⾒交換を⾏いました。 
 

第６期幸区地域福祉計画 
（令和３年度〜令和５年度）   

計画の理念 
夢がひろがり、想いがつながり、心が届くまちさいわい 

    

基本目標１ 一⼈ひとりに【ひろがる】 
基本方針１－１ わがまちや地域包括ケアのことを知る 
基本方針１－２ ⽣涯を通じた健康づくりを進める 
基本方針１－３ 地域活動の担い⼿を広げる 

  

基本目標２ 地域で【つながる】 
基本方針２－１ 多様な地域活動からつながる 
基本方針２－２ 多様なつながりから、新たな地域活動を育む 
基本方針２－３ 多様な⼈がともに住むことへの理解を深め、互いに

⾒守り・支え合う 
  

基本目標３ 必要な時に【とどく】 
基本方針３－１ 支援が必要な方に、専門性の高い情報を的確に届ける 
基本方針３－２ 包括的な相談支援機能を充実する 
基本方針３－３ 防犯・防災のまちづくりを進める 

  

基本目標４ 【すすめる】 
 
 

  

 ２ 第６期幸区地域福祉計画を振り返る 地
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取組結果 
 

基本目標 1 一⼈ひとりに【ひろがる】(⾃助) 
「地域包括ケアへの理解と参加の広がりによる区⺠主役の地域づくり」を
⽬指して、多種多様な情報を広報誌、SNS 等を活用しながら周知し、ライ
フステージに沿った健康づくりに取り組み、地域をより暮らしやすくして
いくための地域活動に参加をするきっかけづくりを⾏いました。 
 
 

基本目標 2 地域で【つながる】(互助) 
「⼈と地域のつながりが活発で、⾒守り、支え合うことのできる地域づく
り」を⽬指して、アフターコロナを⾒据え、対⾯による⼈と⼈とのつなが
り、⼈と地域活動がつながるために、地域に根ざした様々な活動を⾏い、
地域とつながるきかっけづくりを⾏いました。また、地域に住む多様な⼈
への理解を深めるため、お互いを知る機会を提供することで、お互いに⾒
守り、支え合う関係作りを⾏いました。 
 
 
 

基本目標 3 必要な時に【とどく】(共助・公助) 
「総合的な体制で必要な相談・支援が届く仕組みづくり」を⽬指して、多
様なニーズ、⽇々の暮らしの困りごとなどを相談する機会の充実を図り、
⽇頃からのパトロールや災害に備えて、地域住⺠、企業、関係団体と連携
した訓練の実施など、安⼼安全に暮らすことができるよう取組を⾏いまし
た。 
 
 
 

基本目標 4 【すすめる】 
「地域福祉を進める基盤体制の確⽴とネットワークづくり」を⽬指して、
各種会議体で事業の進捗状況、多職種が⼀体となった課題の共有を⾏い、
地域福祉計画を推進する体制を確⽴しました。 

YouTube や Instagram で若い⼈に
向けて情報を発信しているんだね。 
 

いざという時に備えて避難所で
訓練を実施しているんだね。 
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幸区オリジナル盆踊り「幸わいわい⾳頭」を作ったり
して、つながるきっかけにしたんだね。 
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統計データ、調査結果、第６期計画の振り返りに加え、地域包括ケアシステ

ム構築に向けて検討すべき要素を加えることによって、第７期計画を推進す
る視点をまとめました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ３ 第７期幸区地域福祉計画推進の視点 

第７期計画策定に向けた課題 
①地域包括ケアシステム構築に向けた意識を広げ、健康寿命延伸やボランティアなどに

よる地域活動の担い手づくりの取組を進めることで、より多くの⼈が様々な形で地域
活動に参加する機会を広げる必要がある。 

②新型コロナウイルスの影響により休止した活動の再開など各種地域活動を活発にする
ことで、多様な⼈や活動がつながり、お互いに地域で⾒守り⽀え合うことができる地
域づくりを進めていく必要がある。 

③子どもから高齢者まで、また、本⼈や家族を含めて、福祉サービスや災害時における
個別⽀援の充実を図るために、必要な相談や⽀援が届く体制づくりを充実させていく
必要がある。 

第７期計画への反映（基本目標） 
                 
 

関連する取組をさらに充実させるため、 
第７期計画の基本⽬標として反映させます。 

ケアの意識を広げ 
参加が広がる地域 

地域のつながりから 
⾒守り、⽀え合う 

総合的な体制で 
相談・⽀援が届く 

地域福祉の充実を 
推進する体制 

第６期計画の策定 
基本目標１ 

⼀⼈ひとりに 
【ひろがる】 

基本目標２ 
地域で 

【つながる】 

基本目標３ 
必要な時に 
【とどく】 

基本目標４ 

【すすめる】 

統計データ・調査結果・第６期計画の振り返り 
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１ 計画の期間 
２ 計画の構成 
３ 計画の体系図 
４ 基本目標、基本方針、基本施策、事業・取組 
５ 幸区社会福祉協議会との連携 

 3 

Chapter 

どういうまちを目指して
いくのかな︖ 
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基本施策で⽰した内容を実⾏する、具体的な事業や取組です。 

 
第７期幸区地域福祉計画については、令和６（2024）年度を初年度として、

令和８（2026）年度を目標年次とする３年計画とします。 
また、団塊世代が後期高齢者となり、本市が進める地域包括ケアシステム推

進ビジョンの第 2 段階の最終年度となる令和７（2025）年度を⾒据えつつ、
幸区の⼈⼝がピークとなる令和 17（2035）年度、さらにはその先の地域像を
視野に入れた計画とします。 
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第７期計画で重点的に取り組む項目 

 

中⻑期的な取組により実現を⽬指す幸区の地域福祉の姿です。 基本理念 

基本理念の実現を図るための基本となる⽬標です。 基本⽬標 

基本⽬標の実現に向けた基本的な取組の方向性です。 基本方針 

方針を具体化するための実施策です。 基本施策 

 第７期幸区地域福祉計画 

事業・取組 

重点 
項⽬ 

 ２ 計画の構成 

 
令和６年度 

（2024 年度） 

第７期計画 
 

人口ピーク 
 

令和７年度 
（2025 年度） 

団塊世代が 
後期高齢者に 

令和 17 年度 
（2035 年度） 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、様々な活動の自粛が余儀なくされました。一
方で、感染症法上の位置づけが２類から５類へと変更になったことにより、地域活動の再
開に向けた支援が求められています。また、台風や地震等の災害時において支援を必要と
する方への対応などの課題をふまえ、地域福祉計画で推進する各事業・取組においても区
⺠とともに取り組んでいく必要があります。こうしたことから、特に重点的に取り組む事
項として、次の 3 つを位置付け、該当する基本方針を重点項目とし、他の基本方針にも相
乗効果が図れるよう、地域福祉計画を推進していきます。 
 
① コロナ禍により停滞した地域活動を活発にする取組を支援する。 
② 新たな地域活動の担い手を広げる取組を推進する。 
③ 日頃の⾒守りや支え合いによる、防災のまちづくりを進める。 

 
令和９年度 

（2027 年度） 

第８期計画 
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 ３ 計画の体系図 

《知る》#わがまち、#地域包括ケア 

《保つ》#子どもの健康、#自分の健康 方針 
1-2 

《参加する》#地域活動、#ボランティア 

 
一人ひとりに  

【ひろがる】 
 
 
 
 
 
 
  

地域包括ケアへの理解と 
参加の広がりによる 
区⺠主役の地域づくり 

 

基本⽬標１ 
【自 助】 

  
地域で  

【つながる】 
 
 
 
 
 
 
  

⼈と地域のつながりが 
活発で、⾒守り、支え合う 
ことのできる地域づくり 

 

基本⽬標２ 
【互 助】 

 
《つながる》#地域活動、#地域資源 

《育む》＃交流の場、#新たな活動 方針 
2-2 

《支え合う》#多様性、#⾒守り 方針 
2-3 

  
必要な時に  

【とどく】 
 
 
 
 
 
 
  

総合的な体制で 
必要な相談・支援が 
届く仕組みづくり 

 

基本⽬標３ 
【共助・公助】 

 

《充実させる》#相談支援機能 方針 
3-2 

《進める》#防災、#防犯、#訓練 方針 
3-3 

基本⽬標４ 

【すすめる】 
 

地域福祉を進める基盤体制の確⽴とネットワークづくり 
 

夢がひろがり、想いがつながり、心がとどくまちさいわい 基本理念 

重点 
項⽬ 

重点 
項⽬ 

方針 
1-1 

方針 
1-3 

方針 
2-1 

《届ける》#専門性の高い情報 方針 
3-1 

重点 
項⽬ 

重点 
項⽬ 

自助・互助は区⺠で、 
共助・公助は⾏政が主体なんだね。

区 

民 

主 

体 

行 

政 

主 

体 
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基本⽬標１ 

〔 ひろがる 〕 
 

 

 
 

地域包括ケアへの理解と参加の広がりによる 

区⺠主役の地域づくり 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

 

⽬指していくまちの姿 
基本目標１では、まずは、このまちに住む一⼈ひとりからでも⾏動で
きることを増やすための事業・取組を位置付けています。 
わがまちのことや高齢化が進む中での地域包括ケアの考え方を知り、
その⼈なりのそれぞれの健康づくりに取り組み、地域をより住みよい
ものにするための地域活動にも参加していくー。 
これらの活動が活発になっていくことで、一⼈ひとりが持つ「自助」の
⼒を高めていくことを目指していきます。 

一人ひとりに 
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※⾃助︓⾃分⾃⾝のケア。⽣きがいづくり、健康づくり、介護予防など。 

 

 ４ 基本⽬標、基本方針、基本施策、事業・取組 
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自分が気になる情報をキャッチし、日々の生活に活かせるよう情報を入手しましょう。 

1-1 
基本方針 《知る》#わがまち、#地域包括ケア 

1 
基本施策 

まちを知り、地域包括ケアのことを知る 

区全体での講座だと参加しづらい方でも、参加しやすい場所で小さい規模での講座にま
ずは参加してみるのはいかがでしょうか。 

3 
基本施策 

身近な地域での出前講座に参加する 

食中毒予防に関する出前講座【19】 健康に関する講座（中学校向け）【16】 

自分が興味ある分野から参加してみることで、新たな発⾒があるかもしれません。 

2 
基本施策 

講演・講座に参加して知識を広げる 

地域包括ケア推進に関する講演・講座【7】 子育て家庭向けの講座【11】 

市政だより幸区版【1】 さいわいガイドマップ【2】 

事業の内容は資料編（51 ページ以降）を⾒てね。【 】の中の数字が事業番号だよ。 
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1-2 
基本方針 《保つ》#子どもの健康、#自分の健康 

出産前も出産後も、子育てで気になることはなんでも相談して、子どもの健康を保ちま
しょう。 

地域でのスポーツ活動や、生活習慣病に関する予防の周知や相談を積極的に活用して、
生涯を通じて健康を保ちましょう。 

3 
基本施策 

生涯を通じて健康を保つ 

地域で⾏われている様々な活動に参加をして、高齢期における健康を保ちましょう。 

2 
基本施策 

高齢期の健康を保つ 

●両親学級の開催【20】 ●離乳食・幼児食教室の開催【24】 

●介護予防グループ支援事業【26】 ●シニアの社会参加支援【28】 

●スポーツ推進事業【30】 ●骨粗しょう症予防事業【33】 

1 
基本施策 

子どもの健康を保つ 

事業の内容は資料編（51 ページ以降）を⾒てね。【 】の中の数字が事業番号だよ。 
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1-3 
基本方針 《参加する》#地域活動、#ボランティア 

まずは、自分の興味・関心に合わせて、身近な地域活動に参加してみましょう。 

中高生、大学生向けの地域活動に参加して、地域のことを知るきっかけとするなど、将
来の担い手として、地域に関心を持って取り組んでみませんか。 

3 
基本施策 

将来の担い手につながる活動に参加する 

講座を受けることで、知識が広がり、⼈と⼈とのつながりもあるかもしれません。それ
をきっかけに、地域でボランティア活動をしてみませんか。 

2 
基本施策 

ボランティアで地域に参加する 

●「さいわい縁むす日」事業【34】 ●市⺠活動交流イベントの開催【35】 

●こんにちは赤ちゃん訪問員、 
  すくすく子育てボランティアの養成【41】 

●地域の寺子屋コーディネータ 
養成講座【46】 

 

●大学と連携した地域づくり【49】 ●中高生向け地域活動ボランティア 
「さいわいはっぴーボランティア」（はぴ☆ボラ）【47】 

1 
基本施策 

地域活動に参加する 

事業の内容は資料編（51 ページ以降）を⾒てね。【 】の中の数字が事業番号だよ。 
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基本⽬標２ 

〔 つながる 〕 
 

 

 
 

⼈と地域のつながりが活発で、 

⾒守り、支え合うことのできる地域づくり 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

 

⽬指していくまちの姿 
基本目標２では、このまちに住む⼈と⼈がつながり、⼈が場につなが
ることで、まちを活性化していく事業・取組を位置付けています。 
多種多様な地域活動と個⼈がつながり、新たな地域活動が生まれ、ま
ちが元気になっていくこととあわせて、多様な⼈がともにこのまちに
住むことへの理解を深め、互いに⾒守り、支え合うー。 
これらの活動が活発になっていくことで、このまちに住む⼈同士が互
いに助け合う「互助」の⼒を高めていくことを目指していきます。 

地域で 

 

※互助︓みんなの⽀え合い。周りの⼈同⼠の助け合い、町内会・⾃治会の活動、ボランティア活動など。 
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2-1 
基本方針 《つながる》#地域活動、#地域資源 

1 
基本施策 

地域の活動を知る 
⼈と⼈がつながるには、地域の特徴や⾏われている活動を知ることもきっかけになりま

す。まずは、自分の住む地域を知ることからはじめてみませんか。 
●保健福祉情報さいわい【53】 ●おこさまっぷさいわい【51】 

2 
基本施策 

幸区の地域資源を活かし、つながりをつくる 
 町内会・自治会の活動や、公園や道路といった幸区内にある様々な地域資源を活用して、
つながりをつくりましょう。 

 ●町内会・自治会加入促進【55】 ●公園、街路樹の愛護活動の支援【58】 

3 
基本施策 

地域に根ざしたイベントからつながりをつくる 
多様なイベントを通じて、⼈と⼈とが出会い、地域を元気にする。地域に根ざしたイベン

トからつながりをつくりましょう。 
 ●音楽のまち推進事業【63】 ●さいわいものづくり体験事業【64】 

事業の内容は資料編（51 ページ以降）を⾒てね。【 】の中の数字が事業番号だよ。 
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2-2 
基本方針 《育む》＃交流の場、#新たな活動 

1 
基本施策 

互いの活動を知り活⼒を生む交流の場を育む 
 お互いの活動を知ることで、新たな発⾒を得たり、活動のヒントとしたり、さらに新しい
活動につながっていきます。活⼒を生む交流の場を育みましょう。 

●自主グループ交流会【70】 ●子育て支援団体交流会【71】 

2 
基本施策 

人が集い新たな活動を育む 
地域活動に参加している⼈もしていない⼈も、⼈それぞれが持つ強みや⼒、実現したい

暮らしそのものを共有して、新たな活動を育みましょう。 

●ソーシャルデザインセンター（SDC） 
の運営支援【72】 ●幸区市⺠活動コーナーの設置【73】 

3 
基本施策 

新たな地域活動の創出を育む 
ソーシャルデザインセンターによる⼈、団体・企業、資源・活動をつなぐコーディネート

機能の活用や、⾏政との協働による事業展開など、新たな地域活動の創出を育みましょう。 
●提案型協働推進事業【78】 ●市⺠自主企画事業【80】 

事業の内容は資料編（51 ページ以降）を⾒てね。【 】の中の数字が事業番号だよ。 
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1 
基本施策 

講座、展⽰、体験から理解を深める 
様々な分野の講座、展示、体験を通じて、まずは知ることで、多様な⼈が共にこのまち

に住んでいることへの理解を深めましょう。 

●認知症サポーター養成講座【81】 ●パラスポーツ体験会の開催【82】 

2 
基本施策 

地域に住む⼈が⾒守り・支え合う意識と関係をつくる 
町内会・自治会、⺠生委員、企業など、日頃から地域で暮らしている⼈とつながること

で、お互いに⾒守り・支え合う意識と関係をつくりましょう。 
 ●地域⾒守りネットワーク事業【87】 ●⺠生委員児童委員による⾒守り支援【86】 

3 
基本施策 

地域の⾝近な場から⾒守り・支え合う意識と関係をつくる 
日頃から暮らす地域の身近な場から、お互いを知り、つながることで、お互いに⾒守

り・支え合う意識と関係をつくりましょう。 
 ●赤ちゃんハイハイあんよのつどい【89】 ●あかちゃん銭湯でコンニチワ︕【90】 

2-3 
基本方針 《支え合う》#多様性、#⾒守り 

事業の内容は資料編（51 ページ以降）を⾒てね。【 】の中の数字が事業番号だよ。 
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基本⽬標３ 

〔 とどく 〕 
 

 

 
 

総合的な体制で 

必要な相談・支援が届く仕組みづくり 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

 

⽬指していくまちの姿 
基本目標３では、このまちに住む一⼈ひとりが必要な時に相談・支援
が届くことを目指して事業・取組を位置付けています。 
その⼈なりのそれぞれの状態に合わせた相談や、地域の中でより暮ら
しやすくするための支援を受けることのできる地域ー。 
様々な関係機関が⼒を合わせることにより、「共助」「公助」による
相談・支援の⼒を高めていくことを目指していきます。 

必要な時に 

 

※共助︓介護保険や医療保険などのサービス。デイサービスやヘルパー、診療所での受診など、社会保険制度
によるサービス。 

※公助︓⾼齢者福祉、障害者福祉、⽣活保護などの⾏政による⽀援。 
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基本方針 
3-1 《届ける》#専門性の高い情報 

1 
基本施策 

子育て期の専門性の高い情報を的確に届ける 
子育て期に支援を必要とする方たちに、専門性の高い情報を的確に届けます。 

●保育所、地域子育て支援センター等 
区内公的児童施設を活用した 
子育て支援事業【96】 

●保育所入所に関する各種相談・支援【97】 

2 
基本施策 

高齢者、障がい者への専⾨性の高い情報を的確に届ける 

高齢者や障がいのある方で支援を必要する方たちに、専門性の高い情報を的確に届けま
す。 

 ●高齢者向けの制度利用案内【98】 ●障がい者向けの制度利用案内【99】 

3 
基本施策 

多様な暮らしに対する専⾨性の高い情報を的確に届ける 

このまちに暮らす中で生じる様々な課題に対して、年代に関わらず必要となる専門性の
高い情報を的確に届けます。 

●健康リビング（住まい方） 
に関する情報周知【102】 

●外国⼈市⺠向けパンフレット 
等による情報周知【103】 

事業の内容は資料編（51 ページ以降）を⾒てね。【 】の中の数字が事業番号だよ。 
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3-2 
基本方針 《充実させる》#相談支援機能 

 
1 

基本施策 
子育て期の相談支援機能を充実させる 

子育て期に支援を必要とする方たちに、包括的な相談支援機能を引き続き充実させてい
きます。 

 
●乳幼児特別相談、アレルギー相談【107】 

●サポートが必要な子どもへの学習支援 
（生活保護受給世帯等）【110】 

2 
基本施策 

高齢者、障がい者の相談支援機能を充実させる 
高齢者や障がいのある方で支援を必要とする方たちに向けて、包括的な相談支援機能を

引き続き充実させていきます。 
 ●地域包括支援センターとの 

  連携による相談支援の実施【114】 
●障害者相談支援センターとの 
  連携による相談支援の実施【115】 

3 
基本施策 

多様な暮らしに関する相談支援機能を充実させる 
このまちに暮らす中で生じる様々な課題に対して、日々の暮らしに結びつく相談支援機

能を引き続き充実させていきます。 
 ●外国⼈市⺠等への 

日本語学習支援【116】 

●ペット飼養に関する相談・支援、 
専⾨用具の貸出【117】 

事業の内容は資料編（51 ページ以降）を⾒てね。【 】の中の数字が事業番号だよ。 
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3-3 
基本方針 《進める》#防災、#防犯、#訓練 

1 
基本施策 

防犯・防災に関する普及啓発 
日頃の暮らしから、防犯・防災に関する意識を高め、安心して暮らせるまちづくりに向

けて、防犯・防災についての区⺠向けの普及啓発を進めていきます。 

●交通安全普及啓発事業【119】 ●ぼうさい出前講座【120】 

2 
基本施策 

災害時に備えた関係機関との実践的な情報の共有 
大規模災害時に備え、地域住⺠、企業、関係団体等と⾏政が、防災・減災に関する実践

的な情報の収集と共有を⾏うなどの取組を進めていきます。 
 

●災害対策協議会での情報共有【121】 ●自主防災組織等活性化講座 
の実施【122】 

3 
基本施策 

災害時に備えた関係機関との連携と訓練の実施 
自主防災組織、避難所施設管理者、医療関係機関、福祉関係施設・事業所等と日頃から

連携を密にし、訓練を実施することにより、災害時に備えた取組を進めていきます。 
●避難所開設・運営訓練の実施【125】 ●保健医療関係機関との 

情報共有・訓練の実施【127】 

事業の内容は資料編（51 ページ以降）を⾒てね。【 】の中の数字が事業番号だよ。 
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基本⽬標４ 

〔 すすめる 〕 
 

 

地域福祉を進める 

基盤体制の確⽴とネットワークづくり 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

 

⽬指していく状態像 
基本目標４は、基本目標１〜３までの取組を支える会議体等を位置付
けています。 
地域福祉計画の推進に向け、各事業・取組の進⾏管理や評価を⾏うと
ともに、医療・看護・介護・福祉などの多職種が一体となった支援を充
実させていくために、各種会議等の場を通じて、良い実践例や課題の
共有を⾏い、さらにより良い取組が新たに生まれていくー。 
これらの活動の一つひとつが積み重なっていくことで、さらなる地域
福祉の充実を目指していきます。 
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計画推進にあたっては、「幸区地域包括ケアシステム推進本部会議」「幸区地
域包括ケアシステム推進プロジェクト会議」にて、年度ごとに各事業・取組の
点検・⾒直しを⾏い、年度評価案を作成し「幸区地域福祉計画推進会議」で意
⾒聴取を⾏います。 

「幸区地域福祉計画推進会議」での意⾒聴取を踏まえ、「幸区地域包括ケア
システム推進本部会議」にて、幸区地域福祉計画の年度評価案を決定し、「川
崎市社会福祉審議会地域福祉分科会」に年度評価案を提出します。 

「川崎市社会福祉審議会地域福祉分科会」は市計画及び７区の計画の審議
を⾏い、年度評価を確定させます。 

また、計画最終年度には、計画期間の総括として、幸区地域福祉計画推進会
議委員の視点による振り返りを⾏い、次期計画の策定につなげていきます。 
 
  

地
域
福
祉
計
画 

評 価 計画の進⾏管理と評価 
Check 

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

体 制 地域福祉計画を推進する体制の全体像 

幸区地域福祉計画 
推進会議 

 

進捗状況の管理 
評価案に関する意⾒聴取 

幸区地域包括ケアシステム 
推進本部会議 

（意思決定を⾏う） 

コミュニティ施策 
推進プロジェクト会議 

(検討・協議) 

幸区役所の推進体制 計画の進捗管理体制 

地域包括ケアシステム
推進プロジェクト会議 

(検討・協議) 

推 5 

関係機関の連携体制 

地域包括ケアシステム 
ネットワーク会議 

 

ご近所支え愛事業推進会議 
 

地域包括支援センター 
連絡会議 

 

介護支援専門員連絡会議 
 

幸区在宅療養推進協議会 
 

幸区地域自⽴支援協議会 
 

幸区精神保健福祉連絡会 
 

幼保小連携事業 
 

幸区こども総合支援 
ネットワーク会議 

 

要保護児童対策地域協議会 
幸区実務者会議 

 

幸区健康づくり推進連絡会議 

幸区役所地区別担当チーム 
（組織横断的な地区担当の配置） 

幸区役所職員向け研修 
（地域包括ケアシステム・地域マネジメント研修） 
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 地域福祉活動計画とは 

「幸区地域福祉計画」と相互に連携・補完する計画として、幸区社会福祉協
議会がつくる「幸区地域福祉活動計画」があります。この計画は、幸区の地域
福祉を推進する実践的な計画で、住⺠・社会福祉を目的とする事業を経営する
方や、社会福祉に関する活動を⾏う方が、共に取り組んでいくための参画と協
働のあり方を示しています。 

これまでも、幸区地域福祉計画と幸区地域福祉活動計画は相互に密接な連
携を保ちながら事業展開してきました。今後も、⾏政と社会福祉協議会が同じ
方向性で取組を進めていくため、両計画の基本理念、基本目標、計画期間を同
一とし、地域課題を共有し双方が補強、補完しあいながら、それぞれの役割に
応じて総合的に地域福祉を推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
域
福
祉
計
画 

わ
が
ま
ち
を
知
る 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 

 5 幸区社会福祉協議会との連携 
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市計画概要 

１ 計画策定の趣旨・期間 
２ 令和 7（2025）年以降を⾒据えためざす姿 
３ 第 7 期計画期間における施策の方向性 
４ 第７期計画の実施状況の点検・⾒直し 
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（１）計画の趣旨 
「地域福祉計画（以下、「計画」という。）」は、社会福祉法第 107 条に基づき、次

の事項を一体的に定める計画です。  
① 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する 

共通的事項 
② 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 
③ 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 
④ 地域福祉に関する活動への住⺠の参加の促進に関する事項 
⑤ 包括的な支援体制の整備に関する事業（同法第 106 条の３第１項各号）の実施

に関する事項  
本市では、平成 16（2004）年度に第１期計画がスタートし、今回は第７期となり

ます。また、第７期計画についても、市計画と区計画をそれぞれ策定します。 
 

（２）計画の期間 
第７期計画の計画期間は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの 

３年間です。  
年度 

 
(⻄暦) 

（平成） 
29 

2017 

 
30 

2018 

(令和)
元 

2019 
２ 

2020 
３ 

2021 
４ 

2022 
５ 

2023 
６ 

2021 
７ 

2022 
８ 

2023 
９ 

2024 
10 

2025 
11 

2026 

 

 

     

       

 

 
     

       

 
（３）地域福祉計画と関連計画等の関係性 

地域包括ケアシステム構築に向けて、総合計画のもと、「川崎市地域包括ケアシステ
ム推進ビジョン」（以下、「推進ビジョン」という。）を上位概念として、「かわさきい
きいき⻑寿プラン」「かわさきノーマライゼーションプラン」「川崎市⼦ども・若者の
未来応援プラン」等の関連計画と連携を図りながら取組を推進してきました。 

今般（令和５（2023）年度）の「第７期川崎市・各区地域福祉計画」の策定にあた
っては、福祉に関する上位計画としての位置付け（社会福祉法第107条第１項第１号）
に鑑み、「推進ビジョン」と地域福祉計画の関連性を強めるため、推進ビジョンの視点
と合わせた基本目標とし、地域課題の解決を図るために、住⺠の視点から地域福祉を
推進していくための⾏政計画の１つとして、関連計画と連携を図りながら地域包括ケ
アシステム構築につなげていきます。各区計画においては、地域特性に応じた取組等
をまとめています。 

なお、成年後⾒制度の利⽤促進を図るため、第６期計画から「川崎市成年後⾒制度
利⽤促進計画」を本計画に位置付けています。  

【地域包括ケアシステム推進ビジョン】 

【地域福祉計画】 

 第３段階 第２段階 

 1 計画策定の趣旨・期間 

地
域
福
祉
計
画 

システム進化期 システム構築期 

第８期 第７期 
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【推進ビジョンと関連個別計画の関連性】 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、地域包括ケアシステムの構築に向けては、令和元（2019）年度に、本市にお
いて開催した外部有識者による「超高齢社会の到来に向けた地域包括ケアシステムの
あり方検討会議」での検討を踏まえ、市⺠一⼈ひとりを支える上での「個別支援の充
実」と「地域⼒の向上」を不可分一体で進めていくこととし、個⼈へのアプローチに
あたっては、一⼈ひとりが生活の中で築いている本⼈に由来する地域資源（本⼈資源）
に着目した対応を図ることが重要であるとともに、家族機能をどのように捉えていく
かに留意していく必要があります。 

こうした視点を着実に施策推進の中で活かしていくために、①小地域ごとの特性に
配慮した施策展開、②分野横断的な施策連携の実現、③⺠間企業なども含めた多様な
主体の連携の手法開発などを取組の視座として、地域包括ケアシステムの構築を推進
します。 

  



49 

 
 
（１）地域福祉とは 

社会福祉の問題は、特別な問題ではありません。私たちが日常生活を送る上で誰も
が抱える問題です。私たちは、生まれてから死を迎えるまでの生涯を通じて多かれ少
なかれ、必要に応じて、他者からの支援を得て問題を解決しながら生きています。 

その支援は、法律などによって制度化された公的なサービス、あるいは家族、友⼈、
近隣住⺠などによる支援など様々ですが、私たちは⾃分以外の⼈から援助や支援を得
て、問題を解決しながら生活を継続しています。 

地域福祉の概念は、社会福祉法第４条に「地域福祉の推進」として位置付けられて
います。地域福祉とは、「住み慣れた地域社会の中で、家族、知⼈、友⼈、近隣住⺠な
どとの社会関係を保ち、⾃らの能⼒を最⼤限発揮し、誰もが⾃分らしく、誇りを持っ
て、家族及び地域の一員として、日常生活を送ることができるような状態をつくって
いくこと」とされています。 

そのためには、まずは社会の中のサービスを利⽤することも含めて⾃分でできるこ
とは⾃分でする「⾃助」、近隣の助け合いや、ボランティアなどの顔の⾒えるお互いの
支え合いの取組としての「互助」、お互いの支え合いを基本として制度化されたもので、
介護保険や医療保険に代表されるリスクを共有する⼈々で負担する取組としての「共
助」、困窮など⾃助・互助・共助では対応が難しいことで公的な生活保障を税により取
り組む「公助」の組み合わせによる取組が求められています。  

（２）地域福祉の対象者と担い手 
地域福祉の対象者は、年齢、性別、障害の有無などに関わりなく、地域で暮らす、

すべての⼈々です。 
地域福祉の担い手も、地域住⺠、町内会・⾃治会、学校、社会福祉協議会、ＮＰＯ

法⼈等関係団体、ボランティア、⺠生委員児童委員、社会福祉施設等の職員、福祉関
係事業者、保健医療事業者、⾏政など、あらゆる⼈々が地域福祉の担い手です。 

市⺠と⾏政との関係について、本市では「川崎市⾃治基本条例」を制定し、市⺠と
議会と市⻑等が⾏うそれぞれの⾃治運営の役割と責務等を定めています。  

（３）令和 7（2025）年以降を⾒据えた想定される課題とめざす姿 
本市における高齢化は今後急速に進み、現在、高齢者数は約 31.5 万⼈（令和４（2022）

年 10 ⽉１日現在）ですが、令和７（2025）年には 34 万⼈まで増加することが⾒込
まれます。特に、75 歳以上の後期高齢者については、16.8 万⼈から、令和７（2025）
年には 20.5 万⼈まで増加することが⾒込まれます。また、その後、令和 12（2030）
年頃の⼈⼝のピークを経て、令和 27（2045）年頃には、現役世代が約２⼈で１⼈の
高齢者を支える状況となることが⾒込まれています。 

さらに、⼈⼝動態と関連して、認知症高齢者の増加や、ひとり暮らし高齢者や高齢
者のみの世帯の増加等により、地域社会が変容し、生活課題の複雑化・多様化が進ん
でいくものと考えられます。 

こうした中で、本市においては「推進ビジョン」を策定し、現在、第２段階の「シ
ステム構築期」として、令和７（2025）年度を目標に、地域包括ケアシステム構築に
向けた各関連の⾏政計画において具体的な取組を進めています。さらに、第２段階に

 ２ 令和 7（2025）年以降を⾒据えためざす姿 
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続く第３段階の社会状況を⾒据え、令和７（2025）年以降に向けて、関連⾏政計画間
の中⻑期的・横断的な課題とめざす姿について、計画横断的なテーマとして「地域の
基盤」「安全・安⼼」「健康・予防」「権利擁護」「次世代育成」「社会参加」「地域資源
の活⽤」という取組ごとに整理しました。 

こうした考え方をもとに、各関連⾏政計画間で横断的に計画期間内の取組を進め、
⼤枠として、令和７（2025）年以降の社会変容への対応に向けた取組を推進します。 

 
【令和７（2025）年以降の当面想定される課題とめざす姿】 

 現状の課題と令和７（2025）年以降の 
当面想定される課題 

令和７（2025）年以降の 
地域福祉のめざす姿 

地
域
の
基
盤 

○アフターコロナを⾒据え「新しい⽣活様式」を踏ま
えた地域における新たな取組の推進が求められ
ている。 

○人口構成や住宅環境、地域でのつながりなどに
ついて地域差が出てきており、地域におけるこれ
までの取組を継続していくことが難しい状況が差
し迫ってきている。 

○家族機能が縮小し、あらゆる世代の人々が
様々な困難や課題に直面していることから、家
族機能を補完する地域の機能がますます必要
となってきている。 

○アフターコロナの「新しい⽣活様式」による地域
社会の変容を踏まえて、多くの地域で、オンラ
イン等の活用による地域の状況に応じた多様
な住⺠主体の課題解決に向けた取組が⾏わ
れている。 

○高齢者は支えられる側という意識ではなく、
様々な形態で高齢者世代の多くの方が地域
の活性化に関わっている。 

○⾏政や社会福祉協議会などの公的サービスを
提供する機関は、プラットフォームビルダー等と
して、各地域の課題解決に向けた支援を⾏っ
ている。 

安
心
・
安
全 

○支援に結び付かない人を地域の中で気にかけ、
必要に応じて、専門多職種による支援につな
げ、誰もが安心して暮らし続けられる地域づくり
が課題となっている。 

○近年、大規模災害が多発している状況を踏ま
え、大規模災害に備えた自助、互助、共助、
公助による取組の推進が求められている。 

○困ったときに声を挙げられる地域づくりが進むと
ともに、いざというときに、周囲や相談機関に相
談でき、包括的な支援につながる環境づくりが
⾏われている。 

○日頃からの⾒守り・支え合いの取組の充実を
図り、災害時要配慮者支援や防災を目的と
した取組を進め、地域の安全・安心が広がっ
ている。 

健
康 
・
予
防

○団塊の世代が後期高齢者に達し、要介護高齢
者をはじめ、疾患を抱えている方が急増してい
く。 

○健康づくり・介護予防の取組が進み、健康寿
命が延伸している。 

権
利
擁
護 

○少子高齢化、世帯人員の減少などにより、地域
で暮らす高齢者や障害者などへの権利擁護の
ニーズが増大している。身近で適時適切な支援
が求められている。 

○川崎市成年後⾒制度利用促進計画に基づ
き、権利擁護事業や成年後⾒制度への理解
が進み、利用が促進され、高齢者や障害者
などが自己決定・自己実現できる環境が広が
っている。 

次
世
代
育
成 

○子どもや若者が、地域の中で社会的孤⽴に陥ら
ず、地域で暮らしていける環境づくりが必要とな
っている。 

○次世代を対象とした地域でのつながりを育んで
いくための取組が地域の多様な機関により取り
組まれ、子どもたちの地域への愛着が育まれて
いる。 

社
会
参
加 

○障害者や病気がある人も、住み慣れた地域や
望む場で自⽴した⽣活を送れるように、障害や
病気への理解、個々人に応じた社会参加がよ
り必要となっている。 

○障害や病気への市⺠の理解が進み、お互いに
支え合い、助け合う、地域社会づくりの意識が
高まり、すべての市⺠の個々人に応じた社会
参加が促されている。 

地
域
資
源

の
活
用 

○限られた資源を効率・効果的に活用していくため
の地域福祉におけるコーディネート機能の必要
性が高まっている。 

○既存の資源に関する情報を共有し、市⺠、事
業者、⾏政など多様な主体が連携・協働し、
オンライン等を活用した地域の課題に対するき
め細やかな対応が図られている。 
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（１）計画の基本理念・⽬標 
第７期計画では、第６期計画中の新たな課題や引き続き検討すべき課題、地域福祉実

態調査のニーズ、さらに、国における「地域共生社会の実現」の考え方などを踏まえ、
基本理念は第６期計画を踏襲し「市⺠一⼈ひとりが共に⽀え合い安⼼して暮らせる 
ふるさとづくり〜川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして〜」と
します。 

さらに、基本目標は「推進ビジョン」を踏まえ、「①ケアへの理解の共有とセルフケ
ア意識の醸成」、「②安⼼して暮らせる住まいと住まい方の実現」、「③多様な主体の活
躍によるよりよい支援の実現」、「④一体的なケアの提供による⾃⽴した生活と尊厳の
保持の実現」「⑤地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築」の５つとし、
地域福祉の向上を推進します。 

施策の展開にあたっては、本市は都市部特有の地域のつながり等について、希薄な
一⾯もある一方で、日常生活を送る上での地域資源が⽐較的集約されている地理的特
徴、ボランティア活動などの市⺠活動が盛んに⾏われてきたこと、高い産業集積を持
ち、魅⼒ある⺠間資源も多くあること、これらの強みを活かして、「推進ビジョン」に
掲げる「誰もが住み慣れた地域や⾃ら望む場で安⼼して暮らし続けることができる地
域の実現」につなげられるように取組を推進します。 

 
【第７期川崎市地域福祉計画の施策体系図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【基本⽬標】 

基本理念 

ケアへの理解の共有とセルフケア意識の醸成  1 
（１）地域包括ケアに関する情報提供の充実 

① 地域⼦育て支援事業 
② 福祉サービス第三者評価事業 
③ 地域福祉情報バンク事業 
④ 障害者社会参加促進支援事業 
 

（２）誰もが参加できる健康・いきがいづくり 
① 健康づくり事業 
② 介護予防事業 
③ 生涯現役対策事業 
④ 生活習慣病対策事業 
⑤ 食育推進事業 

（３）地域福祉活動への参加の促進 
① ⺠生委員児童委員活動育成等事業 
② 高齢者就労支援事業 
③ ⻘少年活動推進事業 
④ 地域における教育活動の推進事業 
 

（４）権利擁護の取組 
① 権利擁護事業 

･あんしんセンターの運営支援 
･成年後⾒制度利⽤促進事業 

② ⼈権オンブズパーソン運営事業 
③ ⼥性保護事業 
④ ⼦どもの権利施策推進事業 

市⺠一⼈ひとりが共に⽀え合い安⼼して暮らせる ふるさとづくり 
〜川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして〜 

 ３ 第 7 期計画期間における施策の方向性 
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多様な主体の活躍によるよりよい⽀援の実現  ３ 

（１）市⺠・事業者・⾏政の協働・連携 
① 地域包括ケアシステム推進事業 
② 認知症高齢者対策事業 
③ 多様な主体の活躍による協働・連携推進事業 
④ かわさき健幸福寿プロジェクト 

（２）ボランティア・NPO 法⼈等の⽀援 
① 市⺠活動支援事業 
② ボランティア活動振興センターの運営支援 
③ NPO 法⼈活動促進事業 
④ 地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業 
⑤ 地域振興事業 
⑥ 地域福祉コーディネート技術研修 

（３）地域みまもりネットワークの推進 
① 地域⾒守りネットワーク事業 
② 高齢者生活支援サービス事業 
 
 

（４）災害時の福祉⽀援体制の構築 
① 災害救助その他援護事業 
② 地域防災推進事業 
 

一体的なケアの提供による⾃⽴した生活と尊厳の保持の実現  ４ 

（１）包括的な相談⽀援ネットワークの充実 
① 地域包括支援センターの運営 
② 障害者相談支援事業 
③ 児童生徒支援・相談事業 
④ ⺟⼦保健指導・相談事業 
⑤ 児童相談所運営事業 

（２）保健・医療・福祉の連携 
① がん検診等事業 
② 妊婦・乳幼児健康診査事業 
③ 在宅医療連携推進事業 

（３）保健・福祉⼈材等の育成 
① 福祉⼈材確保対策事業 
② 看護師確保対策事業 
③ 保育士確保対策事業 

（４）虐待への適切な対応の推進 
① 高齢者虐待防止対策事業 
② 障害者虐待防止対策事業 
③ 児童虐待防止対策事業 

（５）様々な困難を抱えた⼈への⾃⽴⽀援
の取組 

① 生活保護⾃⽴支援対策事業 
② 生活困窮者⾃⽴支援事業 
③ ひとり親家庭等の総合的支援事業 
④ ⼦ども・若者支援推進事業 
⑤ ⾥親制度推進事業 
⑥ 児童養護施設等運営事業 
⑦ 更生保護事業 
⑧ 雇⽤労働対策・就労支援事業 

（６）ひきこもり⽀援、⾃殺対策等の推進 
① ひきこもり地域支援事業 
② ⾃殺対策・メンタルヘルス普及啓発事業 

安⼼して暮らせる住まいと住まい方の実現  ２ 

（１）地域での居住継続に向けた福祉施設等の 
整備 

① 介護サービスの基盤整備事業 
② 障害福祉サービスの基盤整備事業 
③ 公⽴保育所運営事業 
④ 認可保育所等整備事業 

（２）誰もが暮らしやすい住宅・住環境の整備 
① 住宅政策推進事業 
② 市営住宅等管理事業 
③ 市営住宅等ストック活⽤事業 
④ ⺠間賃貸住宅等居住支援推進事業 
⑤ 健康リビング推進事業 

（３）活動・交流の場づくり 
① 地域福祉施設の運営 

（総合福祉センター・福祉パル） 
② いこいの家、いきいきセンターの運営 
③ こども文化センター運営事業 
④ 地域の寺⼦屋事業 

（４）地域における移動手段の確保 
① 高齢者外出支援事業 
② 障害者の移動手段の確保対策事業 
③ 地区コミュニティ交通導入推進事業 
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（２）地域福祉計画推進における圏域の考え方 

⼈⼝ 150 万⼈を超える本市においては、これまでの歴史や文化に根差した多様性が
あり、地域によって生活上の課題も異なることから、地域包括ケアシステムの構築に
向けては、小地域ごとの特性に配慮した施策展開が重要です。 

また、生活に⾝近な課題や問題を発⾒し、住⺠を中⼼とした地域福祉活動を展開す
るには、区、さらに地域の実情に応じたより小さな圏域を単位とすることが望ましい
ことから、第６期計画においては、「区域」を第１層とし、相談や居場所など、地域の
課題に公的に対応し地域づくりを進める圏域を第２層として、市内を 44 に分けた「地
域ケア圏域」とし、さらに小規模な地域の状況把握や課題解決に向けて、町内会・⾃
治会や小学校区等の「小地域」を第３層としました。 

こうした中、第６回地域福祉実態調査においては、「助け合いができる地域の範囲」
として、隣近所または町内会・⾃治会程度と回答した割合が７割を超えるなど、互い
に支え合う関係づくりを⾏う範囲は、主に町名単位や町内会・⾃治会程度であること
がわかりました。 

このため、地域においては、小地域の範囲で⼼配事や悩み事についての声が上げら
れ、住⺠同士の顔の⾒える関係づくりが進められていると考えられることから、第７
期計画においては、小地域においてこれらの取組を支援するとともに、小地域内の情
報をもとに、住⺠の安⼼を支える多様な支援を⾏っていくために、第６期計画で「地
域ケア圏域」と位置づけた小地域よりも広い地域において、⾏政が中⼼となり、多様
な主体と連携し、地域マネジメントを推進していきます。 

今後も、適切な地域マネジメントに向け、地域で安⼼して暮らし続けられるために
必要な要素を整理し、地域資源の確保に向けた取組を推進します。 

  

地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築  5 
（１）誰ひとり取り残さない⽀援体制づくり 

① 地域福祉計画推進事業 
② 社会福祉審議会の運営 
 

（２）社会福祉協議会との協働・連携 
① 社会福祉協議会との協働・連携 

（３）総合的な施策展開に向けた連携 
体制の構築 

① 川崎市地域包括ケアシステム庁内 
推進本部会議 
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【地域福祉向上に向けた取組を推進する上での圏域】（令和 5（2023）年 4 月 1 日現在） 
 圏域 圏域の考え方 

第
３
層 

（小地域） 
※住⺠同士の顔の⾒える関係づ

くりが⾏われており、⾏政がこ
れを支援する圏域 

町内会・⾃治会（650） 
小学校区（114 校区） など 

（例） 
・町内会・⾃治会の班（組）程度の日常的な支え合いを基

本としながら、⺠生委員児童委員などが、地域の状況を
把握し、⾒守りや日常の生活支援などを⾏う。 

・地域住⺠の生活課題の解決に向けて、⾒守りなど具体的
に日常的な活動を⾏っていくことが求められる。 

・ＰＴＡを中⼼に、⼦どもの健やかな成⻑ができる教育環
境づくりを各学校と共に推進している。    など 

第
２
層 

（中地域） 
地域ケア圏域（44 圏域） 

※⾏政が中⼼となり多様な主体
と連携し、地域マネジメントを
⾏う圏域 

⼈⼝平均 約 3.5 万⼈ 
中学校区（52 校区） 
地区社会福祉協議会（40 地区） 
地区⺠生委員児童委員協議会 
（56 地区） 

・⾝近な地域において、相談や居場所など、地域の課題に
公的に対応し、地域づくりを進める。 

・地区社会福祉協議会や地区⺠生委員児童委員協議会を組
織し、活動を推進している。 

・今後、地域で安⼼して暮らし続けられるために必要な要
素を整理し、地域資源の確保に向けた取組を推進する。 

第
１
層 

（⾏政区域） 
⼈⼝ 17 万⼈〜26 万⼈程度 

・効果的なサービス提供を実現するために区社協、地域み
まもり支援センターなどの公的機関があり、区役所が中
⼼となって、地域課題を把握し、住⺠と共有しながら、
各地域を支援する地域福祉を推進する。 

第
０
層 

（市域） 
⼈⼝ 約 154 万⼈ 

・市全体の調和を保ちながら地域福祉の向上を図るための
取組を推進する。 

また、第６期計画からは、小地域において、住⺠同士の地域づくりが進んでいくよ
う、各区計画に、地域ケア圏域ごとの地域の概況を掲載し、地区カルテを活⽤した地
域マネジメントを推進しています。さらに、「個別支援の充実」と「地域⼒の向上」を
不可分一体で進め、包括的な支援体制づくりにつなげます。 

 
 
 

本市においては、学識経験者、地縁組織や福祉関係団体の代表者等を委員とする「川
崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」において、地域福祉に関する状況の把握や、
市計画の策定・実施状況の評価・⾒直しを⾏ってきました。 

あわせて、各区計画については、市計画を基本としながら、地域の実情に応じて、
区独⾃の取組を中⼼に策定しており、主な取組を中⼼に各区計画推進会議（会議名は、
別名称となっている区もあります。）において、計画の策定・実施状況の点検・⾒直し
を⾏ってきました。 

第７期計画期間においても、各区地域福祉計画推進会議における区計画の点検も踏
まえて、川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において計画の進捗状況を報告し、
ＰＤＣＡサイクルにより、地域福祉に関する状況把握、地域福祉施策の進⾏管理、課
題の検討・評価等を⾏い、施策の一層の充実に努めます。 

また、具体的な事務事業については、総合計画における事務事業点検を活⽤しなが
ら、評価を⾏っていき、計画の進⾏管理を継続して⾏っていくことにより、次期計画
（令和９（2027）〜11（2029）年度）につなげます。 

 ４ 第７期計画の実施状況の点検・⾒直し 
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１ 各事業・取組及び担当課一覧 

２ 第７期幸区地域福祉計画の策定経過 

３ 各種要綱 
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基本目標１ ひろがる 
方針 1-1 《知る》#わがまち、#地域包括ケア 

施策名 事業 
番号 事業・取組名 事業・取組の具体的内容 所管 

1 
まちを知り、地域
包括ケアのことを

知る 

1 
市政だより幸区版、幸区ホー
ムページでの発信 

まちに関する情報や地域包括ケアに関する情報などを
毎月提供する。 企画課 

2 さいわいガイドマップの発⾏ 幸区の地図情報や⾏政情報を提供する。 地域振興課 

3 
地区カルテの作成、共有 
※再掲 50 

統計情報や地域情報等に基づき、地域の特徴や現
状・課題等をまとめた情報を共有する。 

企画課 
地域ケア推進課 

4 
保健福祉情報さいわいの発⾏ 
※再掲 53 

保健福祉に関する情報を掲載し、年２回、全世帯へ
配布する。 地域ケア推進課 

5 
こども情報ネットさいわいの発
⾏ 

区内小中学校、高校生徒向けに、地域包括ケアシス
テムに関する情報の広報誌を発⾏する。 地域ケア推進課 

6 
かわさきアプリでの情報発信 
※再掲 54 

子育て向けのイベント情報をかわさき子育てアプリで情
報発信を⾏う。 全課 

      

２ 
講演・講座に 

参加して 
知識を広げる 

7 
地域包括ケアシステム推進に
関する講演・講座 地域包括ケアに関する講座を開催する。 地域ケア推進課 

8 
認知症サポーター養成講座 
※再掲 14、40、81 

認知症の人とその家族への応援者である「認知症サ
ポーター」を養成する講座を開催する。 地域支援課 

9 健康づくりに関する講座 区⺠を対象にした生活習慣病等に関する健康教育
を実施する。 地域支援課 

10 障害に関する講座 地域住⺠を対象に精神保健福祉に関する正しい知
識の普及啓発を⾏う。 高齢・障害課 

11 子育て家庭向けの講座 子育てに関係するテーマの講座を開催する。 地域ケア推進課 

12 町内会・自治会活性化講座 

町内会・自治会が担う重要な役割について学ぶ機会
を提供し、地域コミュニティ活動への理解と参加を促す
とことで、町内会・自治会活動の活性化を図る講座を
開催する。 

地域振興課 

13 

保育所、地域子育て支援セン
ター等、区内公的児童施設を
活用した子育て支援事業 
※再掲 48、96、108 

地域の子ども子育て支援の充実や、子育て⼒向上を
めざし、幸区保育総合支援担当、地域子育て支援
センター、公⽴保育所等を中⼼とした子育て支援事
業を⾏う。「子育て講座」「育児相談」「交流の場の提
供」の実施を⾏うとともに、区内公⺠保育所・地域子
育て支援センター等の子育て支援関係者を対象とし
た研修や連絡会を開催する。 

保育所等・地域連携
担当 

      

３ 
身近な地域での 

出前講座に 
参加する 

14 
認知症サポーター養成講座 
※再掲 8、40、81 

認知症の人とその家族への応援者である「認知症サ
ポーター」を養成する講座を開催する。 地域支援課 

15 
ぼうさい出前講座 
※再掲 120 

市が⾏う防災対策の説明や、各個人・家庭でできる
防災対策の解説等を⾏い、防災に対する理解と関⼼
を深め、防災意識の高揚と地域の防災⼒向上を図る
講座を開催する。 

危機管理担当 

16 
健康に関する講座（中学校
向け） 健康に関する講座を中学校に出向いて⾏う。 地域支援課 

17 思春期健康支援事業 小中学校、高校で、喫煙、薬物乱用防止、性教育
等の教室を開催する。 地域支援課 

18 
感染症予防に関する出前講
座 

社会福祉施設等を対象とした感染症予防に関する
講習会やポスター掲⽰等による普及啓発を⾏う。 衛生課 

19 
食中毒予防に関する出前講
座 

社会福祉施設等を対象にした食中毒予防の普及啓
発、⼿洗い教室を⾏う。 衛生課 
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方針 1-2 《保つ》#子どもの健康、#自分の健康 

施策名 事業 
番号 事業・取組名 事業・取組の具体的内容 所管 

1 
子どもの 

健康を保つ 

20 両親学級の開催 
初めて出産される方やそのパートナーの方を対象に、
妊娠中の生活や、出産・育児についての講話や実習
を⾏う。 

地域支援課 

21 
新生児訪問・こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業 
※再掲 95 

生後 4 か月目までの赤ちゃんのいるご家庭に対し、訪
問指導員（保健師・助産師・看護師）が伺い、赤ち
ゃんの体重測定や相談を⾏う。または、子育て家庭と
地域とのつながりをつくるため研修を受けた地域の方が
訪問員として伺い、身近な子育て支援情報等を届け
る。 

地域支援課 

22 乳幼児健康診査 3 か月、7 か月、1 歳 6 か月、3 歳、5 歳の時期に乳
幼児健康診査を実施する。 地域支援課 

23 産後の健康相談、育児相談 
産後の⺟親の健康や、⽇常の育児の⼼配や不安が
あるとき、子どもの成⻑や発達を確かめたいときの育児
相談を⾏う。 

地域支援課 

24 離乳食・幼児食教室の開催 子どもの成⻑に合わせた離乳食や幼児食のポイントの
紹介や相談を実施する。 地域支援課 

25 家庭・地域教育学級 
子どもを豊かに育む地域社会を創造するために、子育
てに関する家庭・地域課題の連続講座を幸市⺠館
及び⽇吉分館でそれぞれ開催する。 

生涯学習支援課 
⽇吉分館 

      

２ 
高齢期の 

健康を保つ 

26 介護予防グループ支援事業 体操、ウォーキンググループ、閉じこもり予防を目的とし
たサロン等への運営支援や健康教育を実施する。 地域支援課 

27 いこい元気広場事業 
⽼人いこいの家で、事業者が転ばない体づくりのため
の体操と介護予防・健康づくりに関する講話の実施に
あたっての支援を⾏う。 

地域支援課 

28 
シニアの社会参加支援 
※再掲 43 

毎年テーマを変え、区⺠が興味湧く講座を開催し、社
会参加のきっかけづくりを⾏う。 

生涯学習支援課 
⽇吉分館 

29 ⽼人クラブの活動支援 高齢者が地域活動において、主体的に集まる仲間づ
くりの場として、⽼人クラブ活動を支援する。 高齢・障害課 

      

３ 
生涯を通じた 
健康を保つ 

30 
スポーツ推進事業 
※再掲 62 

地域で活動するスポーツ関係団体等の多様な主体と
連携して地域の交流を促進し、誰もがスポーツに親し
める地域づくりを進める。 

地域振興課 
⽇吉出張所 

31 健康づくり普及啓発事業 
区役所窓⼝モニターで健康情報の周知を⾏うととも
に、生活習慣病のリスクが高い方に対して栄養に関す
る講話や調理実習を⾏う。 

地域支援課 

32 
生活習慣病予防相談、生活
習慣病重症化予防事業 

特定健診受診者の中から 40〜69 歳かつ特定健診
対象外で一定の基準値に該当する方へ受診勧奨を
⾏う。 

地域支援課 

33 骨粗しょう症予防事業 離乳食を通じ家族の健康を考える機会として、乳児
の親子を対象に骨粗しょう症予防講座を開催する。 地域支援課 
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方針 1-3 《参加する》#地域活動、#ボランティア 

施策名 事業 
番号 事業・取組名 事業・取組の具体的内容 所管 

1 
地域活動に 
参加する 

34 
「さいわい縁むす⽇」事業 
※再掲 57 

⽇頃生活している地域において、人と人とのつながりをつくる
ため、地域への関⼼や関わりが薄い層に対して、地域活動
に参加するきっかけを作る取組、地域のなかの縁が広がり、
地域コミュニティの活性化に資する取組、地域が抱える課題
の解決につながる取組に対して、区役所やまちづくりコンサル
タントが検討段階から支援する。 

地域振興課 

35 
市⺠活動交流イベントの開
催 ※再掲 68 

様々な分野の市⺠活動団体が活動を PR する場として、
市⺠活動交流イベントを開催する。 地域振興課 

36 
自主グループ交流会 
※再掲 70 

介護予防を目的に活動しているグループの活動紹介及び
講義による自主グループ交流会を開催する。 地域支援課 

37 
子育て支援団体交流会 
※再掲 71 

区内の子育て支援団体同士が、互いの活動を知り、新た
な活動のきっかけにつなげるため交流会を開催する。 地域ケア推進課 

38 

公園を活用した子育て広場 
（プレーパーク、就学前児童
の親子の外遊び） 
※再掲 61、92 

身近な公園での親子の交流の場や遊び場確保と、子育て
支援を担う人材育成を⾏う。 地域ケア推進課 

39 
食生活改善推進員連絡協
議会への活動支援及び同推
進員養成講座の開催 

幸区食生活改善推進員連絡協議会が⾏う地域活動への
支援を⾏うとともに、次世代の担い⼿となる同推進員を養
成する講座を開催する。 

地域支援課 

      

２ 
ボランティアで 

地域に 
参加する 

40 
認知症サポーター養成講座 
※再掲 8、14、81 

認知症の人とその家族への応援者である「認知症サポータ
ー」を養成する講座を開催する。 地域支援課 

41 
こんにちは赤ちゃん訪問員、
すくすく子育てボランティアの
養成 

子どもの健康を支える様々な事業をサポートいただくボランテ
ィアを養成する。 地域支援課 

42 保育ボランティアの養成 市⺠館保育活動の担い⼿である保育ボランティアの養成及
び資質向上を図る研修を実施する。 生涯学習支援課 

43 
シニアの社会参加支援 
※再掲 28 

毎年テーマを変え、区⺠が興味湧く講座を開催し、社会参
加のきっかけづくりを⾏う。 

生涯学習支援課 
⽇吉分館 

44 市⺠エンパワーメント事業 
市⺠自らが考えながら生活・地域課題等に取り組むことが
できるように、市⺠全体の地域づくりを支援する市⺠活動・
ボランティア活動に関する講座を開催する。 

生涯学習支援課 
⽇吉分館 

45 識字ボランティアの養成 識字（⽇本語）学級の識字ボランティア研修を実施する。 生涯学習支援課 

46 
地域の寺子屋コーディネータ
養成講座 

地域で子どもたちの教育や学習をサポートする「地域の寺子
屋」の運営を担うコーディネータを養成する。（教育文化会
館と合同実施） 

生涯学習支援課 

      

３ 

将来の担い⼿
につながる 
活動に 

参加する 

47 
中高生向け地域活動ボラン
ティア「さいわいはっぴーボラン
ティア」（はぴ☆ボラ） 

中高生が、幸区内の地域活動へ実際に参加するボランティ
ア活動の体験を通して、興味・関⼼を高める機会をつくる。 地域ケア推進課 

48 

保育所、地域子育て支援セ
ンター等、区内公的児童施
設を活用した子育て支援事
業 
※再掲 13、96、108 

地域の子ども子育て支援の充実や、子育て⼒向上をめざ
し、幸区保育総合支援担当、地域子育て支援センター、
公⽴保育所等を中⼼とした子育て支援事業を⾏う。「子育
て講座」「育児相談」「交流の場の提供」の実施を⾏うととも
に、区内公⺠保育所・地域子育て支援センター等の子育
て支援関係者を対象とした研修や連絡会を開催する。 

保育所等・地域連
携担当 

49 大学と連携した地域づくり 川崎市⽴看護大学と連携した地域づくりの取組を⾏う。 地域ケア推進課 

  

地
域
福
祉
計
画 

わ
が
ま
ち
を
知
る 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 



60 

基本目標２ つながる 
方針 2-1 《つながる》#地域活動、#地域資源 

施策名 事業 
番号 事業・取組名 事業・取組の具体的内容 所管 

1 
地域の活動を 

知る 

50 地区カルテの作成、共有 
※再掲 3 

統計情報や地域情報等に基づき、地域の特徴や現
状・課題等をまとめた情報を共有する。 

企画課 
地域ケア推進課 

51 おこさまっぷさいわいの発⾏ 子育て世帯向けに、区内の公園などの地域情報の
紹介冊子を編集委員と協働で作成し発⾏する。 地域ケア推進課 

52 子育て情報カレンダー「お散歩
に⾏こうね︕」の発⾏ 

区内の子育て関連施設のイベント情報を発⾏し、地
域子育て支援センター等で配布する。 

保育所等・地域連携
担当 

53 保健福祉情報さいわいの発⾏ 
※再掲 4 

保健福祉に関する情報を掲載し、年２回、全世帯
へ配布する。 地域ケア推進課 

54 かわさきアプリでの情報発信 
※再掲 6 

子育て向けのイベント情報をかわさき子育てアプリで
情報発信を⾏う。 全課 

      

２ 
幸区の地域資源を 

活かし、 
つながりをつくる 

55 町内会・自治会加入促進 町内会・自治会への加入促進を図るため、チラシ等
の啓発品を作成し、広く周知を⾏う。 地域振興課 

56 町内会・自治会活動応援補
助⾦ 

町内会・自治会に対する地域住⺠の理解と関⼼を
深め、地域住⺠が主体となって地域課題の解決等に
取り組む活動や様々な住⺠の参加とつながりを促進
し、町内会・自治会への自発的な加入を促進するに
当たり、それに要する費用の一部について補助⾦を交
付する。 

地域振興課 

57 「さいわい縁むす⽇」事業 
※再掲 34 

⽇頃生活している地域において、人と人とのつながりを
つくるため、地域への関⼼や関わりが薄い層に対して、
地域活動に参加するきっかけを作る取組、地域のな
かの縁が広がり、地域コミュニティの活性化に資する取
組、地域が抱える課題の解決につながる取組に対し
て、区役所やまちづくりコンサルタントが検討段階から
支援する。 

地域振興課 

58 公園、街路樹の愛護活動の
支援 

公園緑地愛護会や管理運営協議会を支援すること
により、市⺠との協働による公園の管理運営を進め
る。 

道路公園センター 

59 花と緑のさいわい事業 
区内の緑化推進と区⺠の緑化意識の向上を図るた
め、ボランティア及び区内の学校と協働で公共花壇花
植えを⾏う。 

地域振興課 

60 ⽇吉のタカラモノ活用事業 
地域で活動する団体・個人が、⽇吉地区に点在する
自然・歴史・文化などの豊富な地域資源を活かした
まちづくりを推進する。 

⽇吉分館 

61 

公園を活用した子育て広場 
（プレーパーク、就学前児童
の親子の外遊び） 
※再掲 38、92 

身近な公園での親子の交流の場や遊び場確保と、
子育て支援を担う人材育成を⾏う。 地域ケア推進課 

      

３ 
地域に根ざした 

イベントから 
つながりをつくる 

62 スポーツ推進事業 
※再掲 30 

地域で活動するスポーツ関係団体等の多様な主体と
連携して地域の交流を促進し、誰もがスポーツに親し
める地域づくりを進める。 

地域振興課 
⽇吉出張所 

63 音楽のまち推進事業 市⺠館など、区⺠が身近な場所で音楽に楽しめる環
境をつくる。 地域振興課 

64 さいわいものづくり体験事業 科学技術を体験的に学べる「さいわいテクノ塾」、「科
学とあそぶ幸せな一⽇」を開催する。 地域振興課 

65 みんなで子育てフェアさいわい 
地域の親子との交流を深め、安⼼して暮らせる地域
づくりを目指し、子育て支援機関と連携して「みんなで
子育てフェアさいわい」を実施する。 

地域ケア推進課 

66 子育て広場・子育てパーク⽇
吉ひろばであそぼう 

子育て中の親子の情報交換や仲間づくりを目的とし
て子育て広場を実施する。 

生涯学習支援課 
⽇吉分館 

67 
地区社会福祉協議会が実施
する地域活動の支援 
※再掲 94 

地区社会福祉協議会が地域で実施する、介護予防
や閉じこもり予防活動、子育て支援サロンの活動支
援を実施する。 

地域支援課 
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方針 2-2 《育む》＃交流の場、#新たな活動 

施策名 事業 
番号 事業・取組名 事業・取組の具体的内容 所管 

1 
互いの活動を知り 

活⼒を生む 
交流の場をつくる 

68 
市⺠活動交流イベントの開催
※再掲 35 

様々な分野の市⺠活動団体が活動を PR する場と
して、市⺠活動交流イベントを開催する。 地域振興課 

69 生涯学習交流集会の開催 

【幸市⺠館】 
市⺠自主学級・市⺠自主企画事業等の報告を含め
た発表交流会を実施する。 
【⽇吉分館】 
⽇吉分館で活動している団体の交流を目的に成果
発表・事業報告を実施する。 

生涯学習支援課 
⽇吉分館 

70 
自主グループ交流会 
※再掲 36 

介護予防を目的に活動しているグループの活動紹介
及び講義による自主グループ交流会を開催する。 地域支援課 

71 
子育て支援団体交流会 
※再掲 37 

区内の子育て支援団体同士が、互いの活動を知り、
新たな活動のきっかけにつなげるため交流会を開催す
る。 

地域ケア推進課 

      

２ 
人が集い 

新たな活動を育む 

72 
ソーシャルデザインセンター
（SDC）の運営支援 
※再掲 77 

人や団体・企業、資源・活動をつなぐソーシャルデザイ
ンセンター（新川崎タウンカフェ内）の運営を支援す
る。 

企画課 

73 幸区市⺠活動コーナーの設置 区内の市⺠活動の活性化を支援するため、利用団
体と協働で管理運営する。 地域振興課 

74 市⺠館コミュニティ推進事業 

学びを通して人・つながり・地域づくりを支える市⺠館
を目指して多様な主体が出会いつながるとともに、市
⺠が自ら地域の課題解決や活動・交流に参加してい
けるよう支援する。 

生涯学習支援課 

75 
子育て支援団体への公共スペ
ース、遊具の貸出 

子育て中の親子等が集い憩うことのできる区役所づく
り推進のため、子育て支援団体向けに、⽇吉おやこで
あそぼうランドや幸区 役所で遊具等の貸し出し 
YOOGOO（ユーグー）を⾏う。 

地域ケア推進課 
保育所等・地域連携

担当 

76 
市⺠主体の活動の場の情報
の広報 

保健福祉情報さいわい等の区広報で区⺠主体の活
動を紹介し発信する。 地域ケア推進課 

      

３ 
新たな地域活動の 

創出を育む 

77 
ソーシャルデザインセンター
（SDC）の運営支援 
※再掲 72 

人や団体・企業、資源・活動をつなぐソーシャルデザイ
ンセンター（新川崎タウンカフェ内）の運営を支援す
る。 

企画課 

78 提案型協働推進事業 
地域課題解決に資する公益性の高い事業を実現で
きる市⺠活動団体等から事業提案を募集し、協働し
て事業を⾏う。 

企画課 

79 市⺠自主学級 
地域社会の課題解決に向けた市⺠の学習の場づくり
を、市⺠と⾏政の協働により⾏い、市⺠の主体的な
生涯学習を支援する。 

生涯学習支援課、
⽇吉分館 

80 市⺠自主企画事業 市⺠と⾏政の協働により学習事業を実施し、市⺠の
主体的な取組を支援する。 

生涯学習支援課、
⽇吉分館 
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方針 2-3 《支え合う》#多様性、#⾒守り 

施策名 事業 
番号 事業・取組名 事業・取組の具体的内容 所管 

1 
講座、展⽰、 

体験から 
理解を深める 

81 
認知症サポーター養成講座 
※再掲 8、14、40 

認知症の人とその家族への応援者である「認知症サ
ポーター」を養成する講座を開催する。 地域支援課 

82 パラスポーツ体験会の開催 様々な世代の住⺠同士が障害の有無に関わらず、ス
ポーツを通して交流が図られるよう取組を進める。 地域振興課 

83 
多様な人が地域で共に暮らす
ことへの意識向上 

認知症の方や障害のある方など、多様な人が地域で
共に⾒守り、支え合う取組を推進する。 地域ケア推進課 

      

２ 
地域に住む人が 
⾒守り・支え合う 

意識と関係をつくる 

84 地ケア出張出前講座の開催 
地区カルテ等を活用した統計からみるまちの実態を共
有し、まちパタの活用や具体事例の紹介による対話の
ワークショップ等を開催する。 

地域ケア推進課 

85 ご近所支え愛事業 
町内会・自治会単位で部会を設置し、地域の気にな
る高齢者等の情報を共有し、地域でできる支援内容
の検討及び⾒守り活動を実施する。 

地域ケア推進課 
地域支援課 
高齢・障害課 

86 
⺠生委員児童委員による⾒
守り支援 

福祉に関するご近所の相談役として、ひとり暮らし高
齢者の実態把握など、⾒守り・安否確認を⾏う。 高齢・障害課 

87 地域⾒守りネットワーク事業 

⺠間事業者と連携し、異変が生じた状態や何らかの
支援を必要とする方々を早期に発⾒し、必要な支援
を⾏うなど、地域社会全体で⾒守る体制を確保す
る。 

地域ケア推進課 

88 
知的障害者の社会参加活動
及び余暇活動の支援 

サンデーフレンドパークを実施する。 生涯学習支援課 
      

３ 

地域の 
身近な場から 

⾒守り・支え合う 
意識と関係をつくる 

89 
赤ちゃんハイハイあんよのつどい
の開催 

⽇吉地区で、就学前の親子と中学生や、地域の子
育て支援ボランティア等との世代間交流を目的に、ハ
イハイあんよの大会や親子で楽しめる遊びを提供す
る。 

地域支援課 

90 あかちゃん銭湯でコンニチワ︕ 
街中の銭湯で赤ちゃんをボランティアに預け、⺟親がゆ
っくり入浴しながら、⺟親同士の交流、親子遊びの体
験などを⾏う。 

地域ケア推進課 

91 地区の赤ちゃん相談 

北加瀬・⿅島⽥・南加瀬・小倉地区で月１回開催さ
れる町内会のボランティア主催の育児相談会に合わ
せ、身⻑・体重計測及び、保健師、助産師、栄養士
による個別相談を実施する。 

地域支援課 

92 
公園を活用した子育て広場 
（プレーパーク、就学前児童
の親子の外遊び） 
※再掲 38、61 

身近な公園での親子の交流の場や遊び場確保と、子
育て支援を担う人材育成を⾏う。 地域ケア推進課 

93 子育てグループの育成支援 
区役所で開催する多胎児の親のつどい「ツインズさい
わい」、障害のある子の親の会「どんぐりの会」の活動
支援を⾏う。 

地域支援課 

94 
地区社会福祉協議会が実施
する地域活動の支援 
※再掲 67 

地区社会福祉協議会が地域で実施する、介護予防
や閉じこもり予防活動、子育て支援サロンの活動支
援を実施する。 

地域支援課 
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基本目標３ とどく 
方針 3-1 《届ける》#専門性の高い情報 

施策名 事業 
番号 事業・取組名 事業・取組の具体的内容 所管 

1 
子育て期の 

専⾨性の高い情報を 
的確に届ける 

95 
新生児訪問・こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業 
※再掲 21 

生後 4 か月目までの赤ちゃんのいるご家庭に対し、
訪問指導員（保健師・助産師・看護師）が伺
い、赤ちゃんの体重測定や相談を⾏う。または、子
育て家庭と地域とのつながりをつくるため研修を受け
た地域の方が訪問員として伺い、身近な子育て支
援情報等を届ける。 

地域支援課 

96 

保育所、地域子育て支援セン
ター等、区内公的児童施設を
活用した子育て支援事業 
※再掲 13、48、108 

地域の子ども子育て支援の充実や、子育て⼒向上
をめざし、幸区保育総合支援担当、地域子育て支
援センター、公⽴保育所等を中⼼とした子育て支
援事業を⾏う。「子育て講座」「育児相談」「交流の
場の提供」の実施を⾏うとともに、区内公⺠保育
所・地域子育て支援センター等の子育て支援関係
者を対象とした研修や連絡会を開催する。 

保育所等・地域連携
担当 

97 
保育所入所に関する各種相
談・支援 

多様な保育事業に関する情報提供を⾏い、保育
の選択肢を広げる相談・支援を⾏う。 児童家庭課 

      

２ 
高齢者、障がい者への 
専⾨性の高い情報を 

的確に届ける 

98 高齢者向けの制度利用案内 介護保険制度や高齢者向けの各種制度利用に
関する案内冊子を配布し、相談対応を⾏う。 高齢・障害課 

99 障害者向けの制度利用案内 障害者向けの各種制度利用に関する案内冊子を
配布し、相談対応を⾏う。 高齢・障害課 

100 精神保健家族教室 精神疾患の患者を抱える家族への疾病理解や対
応、交流を図る講座を開催する。 高齢・障害課 

      

３ 

多様な暮らしに 
対する 

専⾨性の高い情報を 
的確に届ける 

101 
弁護士等による区⺠相談窓
⼝の開設 

暮らしの中で生じるさまざまな疑問やトラブルの解決
にむけて、法律相談、税務相談、住宅相談など、
様々な専⾨家による相談対応を⾏う。（原則予
約制） 

地域振興課 

102 
健康リビング（住まい方）に
関する情報周知 

結露・カビの発生等の室内の空気環境、給排⽔、
食品・台所の衛生、ダニ等の生物等について、相談
対応を⾏う。 

衛生課 

103 
外国人市⺠向けパンフレット
等による情報周知 

区役所から提供する各種制度について、外国語対
応による情報提供を⾏う。 全課 

104 
外国人市⺠向け情報コーナー
の設置 

外国人市⺠向けに、外国語対応のパンフレット等を
一括して取得できる情報コーナーを設置する。 総務課 
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方針 3-2 《充実させる》#相談支援機能 

施策名 事業 
番号 事業・取組名 事業・取組の具体的内容 所管 

1 
子育て期の 

相談支援機能を 
充実させる 

105 
子育て期の保護者・子ども等へ
の的確な相談支援の実施 

育児や子どもの発達相談、思春期相談、いじめや
不登校に関する相談などに専⾨職が対応する。子
育てに不安や悩みを抱えている保護者に対して相
談・支援を⾏い、必要に応じて各種専⾨機関につ
なげる。保育、医療、ひとり親家庭支援などの所管
業務を通した相談・支援を実施する。 

地域支援課 
学校・地域連携担当 
保育所等・地域連携

担当 
児童家庭課 

106 
発達支援に関する保護者向け
学習会 

２〜３歳の子どもの発達やイヤイヤ期の対応方法
等子育てプログラムをテーマにした学習会を開催す
る。 

地域支援課 

107 
乳幼児特別相談、アレルギー相
談 

小児科医が、0 歳から就学前の子どもの疾病や発
達上の⼼配などについて、相談を受ける。また、アレ
ルギー素因保有者に対して、問診・診察を⾏い、気
管支喘息等アレルギー疾患発症を予防する。 

地域支援課 

108 

保育所、地域子育て支援センタ
ー等、区内公的児童施設を活
用した子育て支援事業 
※再掲 13、48、96 

地域の子ども子育て支援の充実や、子育て⼒向上
をめざし、幸区保育総合支援担当、地域子育て支
援センター、公⽴保育所等を中⼼とした子育て支
援事業を⾏う。「子育て講座」「育児相談」「交流の
場の提供」の実施を⾏うとともに、区内公⺠保育
所・地域子育て支援センター等の子育て支援関係
者を対象とした研修や連絡会を開催する。 

保育所等・地域連携
担当 

109 
スクールソーシャルワーカーによる
小中学生への支援 

市⽴学校において課題を抱えた児童・生徒に対
し、生徒が置かれた環境への働きかけや関係機関
とのネットワークの構築等、多様な⼿法を用いて問
題解決を図って、効果的な支援を⾏う。 

学校・地域連携担当 

110 
サポートが必要な子どもへの学
習支援（生活保護受給世帯、
ひとり親世帯） 

生活保護受給世帯等の自⽴支援を目的として、
区内 2 カ所で小学校 3 年生から中学校 3 年生ま
でを対象とした週 1 回から 2 回の学習支援を実施
する。 

保護課 

      

２ 
高齢者、障がい者 
の相談支援機能を 

充実させる 

111 
高齢者、障害者への的確な相
談支援の実施 

高齢者、障害児者への各種相談支援対応を⾏
う。高齢者虐待、障害者虐待に対する対応を⾏
う。 

高齢・障害課 

112 
ひとり暮らし高齢者等⾒守り調
査による生活支援 

ひとり暮らし等高齢者の実態把握と⾒守り対象者
の選定 
を⾏い、⺠生委員等による定期的な⾒守り・安否
確認を⾏う。 

高齢・障害課 

113 成年後⾒制度への対応の充実 
地域包括支援センターや関係機関と連携し、制度
の普及・啓発、利用支援を⾏う。親族申⽴が困難
な方について市⻑申⽴を⾏う。 

高齢・障害課 

114 
地域包括支援センターとの連携
による相談支援の実施 

高齢者からの相談に対して、地域包括支援センタ
ーと連携し、的確な相談支援を⾏う。 高齢・障害課 

115 
障害者相談支援センターとの連
携による相談支援の実施 

障害のある方からの相談に対して、障害者相談支
援センターと連携し、的確な相談支援を⾏う。 高齢・障害課 

      

３ 

多様な暮らしに 
関する 

相談支援機能を 
充実させる 

116 外国の方への⽇本語学習支援 
外国人市⺠等が⽇本で安⼼して暮らせるように、ボ
ランティアの支援により⽇常生活に必要な基礎的⽇
本語を身につける場を開催する。 

生涯学習支援課 

117 
ペットの飼養に関する相談・支
援、専⾨用具の貸出 

「あかちゃんとスマイルすまい」、「健康︕快適︕スマ
イル住まい」等リーフレットを用いた普及啓発、ねず
み、衛生害虫等の相談など、衛生的な住環境の
相談・支援を⾏う。また、ペットの飼養に関する相
談・支援を⾏う。 

衛生課 
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方針 3-3 《進める》#防災、#防犯、#訓練 

施策名 事業 
番号 事業・取組名 事業・取組の具体的内容 所管 

1 
防犯・防災に 

関する 
普及啓発 

118 安全・安⼼パトロールの実施 

犯罪や交通事故を未然に防止するため、⻘⾊回転
灯による防犯パトロール、地域による子どもの⾒守り
等、防犯や交通安全の取組を警察署と連携して⾏
う。 

危機管理担当 

119 交通安全普及啓発事業 
幅広い世代に対して交通安全意識の向上を図るた
め、交通安全教室などを通じて、交通安全意識の習
得などを目的とした普及活動を⾏う。 

危機管理担当 

120 
ぼうさい出前講座 
※再掲 15 

市が⾏う防災対策の説明や、各個人・家庭でできる
防災対策の解説等を⾏い、防災に対する理解と関
⼼を深め、防災意識の高揚と地域の防災⼒向上を
図る講座を開催する。 

危機管理担当 

      

２ 

災害時に備えた 
関係機関との 

実践的な 
情報の共有 

121 
幸区災害対策協議会での情報
共有 

幸区における地域住⺠、企業、関係団体等と⾏政が
大規模災害等に備え、必要な対応策の協議・検討
を⾏うとともに、防災・減災に関する情報収集・共有
を図るため、幸区災害対策協議会を運営し、災害対
応⼒及び地域防災⼒の向上に向けた取組を実施す
る。 

危機管理担当 

122 
自主防災組織等活性化講座の
実施 

地域ごとに組織されている、自主防災組織の活性化
に資する講座を開催する。 危機管理担当 

123 
災害時要援護者避難支援制
度 

制度の広報、対象者の把握、地域における⽇頃から
の⾒守り支援の推進、必要に応じた登録の勧奨を⾏
う。 

危機管理担当 
高齢・障害課 

124 
関係機関、近隣自治体との連
携体制に向けた情報共有の実
施（地域防災連携部会） 

自主防災組織、避難所運営会議、防災関係団体と
の連携強化を図るため部会を開催する。 危機管理担当 

      

３ 
災害時に備えた 
関係機関との 

連携と訓練の実施 

125 避難所開設・運営訓練の実施 

災害が発生、または発生する恐れがある場合に、円
滑な避難所開設と運営ができるよう、自主防災組
織、施設管理者、市職員が連携して実践的な訓練
を実施する。 

危機管理担当 

126 

帰宅困難者対応に向けた地域
関係機関との情報共有・訓練の
実 施 （ 帰 宅 困 難 者 対 策 部
会） 

川崎駅⻄⼝、新川崎駅・⿅島⽥駅周辺における⾏
動ルールに基づいた帰宅困難者対策訓練を実施し、
帰宅困難者対応に向けた地域関係機関との情報共
有を図る。 

危機管理担当 

127 
保健医療関係機関との情報共
有・訓練の実施（医療救護部
会） 

医療機関との訓練を実施し、幸区における大規模災
害時の医療救護体制及び医療救護活動の拠点とな
る医療救護所の機能の充実・強化を図る。 

地域ケア推進課 
地域支援課 

衛生課 

128 
要援護者支援に向けた関係機
関との情報共有・訓練の実施
（要援護者支援部会） 

二次避難所（福祉避難所）の開設・運営、要援
護者支援の検討を進める。 

高齢・障害課 
児童家庭課 
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基本目標４ すすめる 
施策名 事業 

番号 事業・取組名 事業・取組の具体的内容 所管 

1 
地域包括ケアを 

推進する基盤体制 

129 
幸区地域包括ケアシステム推
進本部会議、プロジェクト会議 

地域包括ケアシステム推進に係る区の意思決定を
⾏う。 

企画課 
地域ケア推進課 

130 地域福祉計画推進会議 地域福祉計画の策定及び変更に関する協議、進
捗状況の管理及び評価に関する協議を⾏う。 地域ケア推進課 

131 
地域包括ケアシステムネットワ
ーク会議 

幸区における地域住⺠、企業、関係団体等と⾏
政が川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンに
基づく必要な協議・情報共有を⾏うための会議を
開催する。 

地域ケア推進課 

132 幸区⺠アンケートの実施 

⽇常生活や区政に対する幸区⺠の意識を多⾯的
に調査することにより、区⺠の生活意識や⾏政に対
する意識を明らかにし、区政運営や地域課題解決
に向けた取組の参考とする。 

企画課 

133 幸区職員向け研修の実施 地域包括ケアシステムや地域マネジメントに関する
幸区職員向け研修を実施する。 

地域ケア推進課 
地域支援課 

134 地区別担当チームの設置 幸区職員を組織横断的に地区担当を配置し、地
域情報の把握・整理・集約を⾏う。 企画課 

      

２ 
多様な関係機関の 

連携体制 

135 ご近所支え愛推進会議 ご近所支え愛事業実施部会があつまり、部会活動
の情報共有を⾏う会議を開催する。 地域ケア推進課 

136 
地域包括支援センター連絡
会議 

幸区内地域包括支援センターの運営等に係る実
務的な事項の協議やセンター相互の情報共有を
⾏うため、原則月 1 回の会議を開催する。 

高齢・障害課 

137 介護支援専⾨員連絡会議 
幸区内の利用者に係る居宅介護支援事業所が
参加し、幸区における介護支援専⾨員の資質向
上を図る会議を年 2 回開催する。 

高齢・障害課 

138 
幸区在宅療養推進協議会と
の連携 

地域における医療・介護が連携した在宅医療の取
組を⾏う幸区在宅療養推進協議会との連携を図
る。 

高齢・障害課 

139 幸区地域自⽴支援協議会 
障害児者が地域生活を送るための幸区の地域課
題について整理し、必要な取組みを⾏う会議を原
則月 1 回開催する。 

高齢・障害課 

140 幸区精神保健福祉連絡会 
幸区内を中⼼とした精神保健福祉関係機関及び
団体等が地域の精神保健福祉の課題について検
討する連絡会を原則月 1 回開催する。 

高齢・障害課 

141 幼保小連携事業 
区内の幼稚園、保育所、小学校等との連携を深
め、子どもの連続した育ちを支援するため、連絡会
や研修及び保育実習等を開催する。 

保育所等・地域連携
担当 

学校・地域連携担当 

142 
幸区こども総合支援ネットワー
ク会議 

幸区におけるこども支援及び関係機関等による情
報交換、相互協⼒等を⾏うための会議を開催す
る。 

地域ケア推進課 

143 
要保護児童対策地域協議会
幸区実務者会議 

地域でこどもの虐待予防や要保護児童等の早期
発⾒・適切な支援の実施等に取組むとともに、効
果的な連携・支援体制の強化を目的とした実務
者会議（代表者部会・連携調整部会、各種研
修会等）を開催する。 

地域支援課 

144 幸区健康づくり推進連絡会議 幸区の健康課題の協議、関係機関とのネットワー
クづくりを図るための会議を年 2 回開催する。 地域支援課 
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第７期幸区地域福祉計画は、外部有識者や区⺠で構成する「幸区地域福祉計画推進会議」、

幸区役所の区部⻑級で構成する「幸区地域包括ケアシステム推進本部会議」（以下、「幸区
地ケア本部会議」という。）や、同じく課⻑級で構成する「幸区地域包括ケアシステム推進
プロジェクト会議」での議論し、令和５(2023)年度に策定作業を進めました。 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第６期幸区地域福祉計画策定の経過 

幸区地域福祉 
計画推進会議 

 

市社会保障審議会 
地域福祉分科会 

第１回 
 6 23 

第６期評価 
計画体系図 

重点事業検討 

第２回 
 8 1 
計画体系図 
全体構成 

第１回 
 ４ 

12 

スケジュール 
主な考え方 

について 
 

第２回 
 ７ 5 

計画体系図 
全体構成 

各事業検討 

幸区地ケア 
本部会議 

 

区役所 
内部検討 

 

外部有識者 

内部検討 

計画素案作成に向けた検討 
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計画案に関する意⾒聴取 

第３回 
 9 ７ 
計画素案の 
確認・検討 

パブリックコメント実施 

第４回 
 

第３回 
 ８ 23 
素案に向けた 

考え方 
地ケア推進 

リーフレット作成 
 

計画案の説明 

第 6 回 
 

地

域

福

祉

計

画

決

定 

計

画

素

案

の

決

定 

第 4 回 
 9 20
推進会議での 
意⾒を踏まえた 
計画素案の 
確認・検討 

 

第 5 回 
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幸区地域福祉計画推進会議設置要綱 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、幸区地域福祉計画推進会議（以下「会議」という。）の運営に関し、必要な

基本事項を定める。 
（会議の目的） 
第２条 区⻑は、地域福祉計画の推進に関し、次に掲げる事項について、会議の委員の意 

⾒を求める。 
（１）地域福祉計画の策定及び変更に関すること 
（２）地域福祉計画の進捗状況の管理及び評価に関すること 
（３）前各号に定める事項の他、会議で必要と認める事項 
（委員） 
第３条 区⻑は、次に掲げるものを会議の委員として就任を依頼する。 
（１）学識経験者 
（２）関係団体代表者又は関係者 
（３）公募市⺠ 
（４）その他区⻑が認めた者 
（開催期間） 
第４条 会議の開催期間は、幸区地域福祉計画の計画期間とし、必要に応じて開催することとする。 
（庶務） 
第５条 会議の庶務は、幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア

推進課において処理する。 
（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、区⻑が定める。 
 

附 則   
この要綱は、平成２７年４⽉１⽇から施⾏する。 

附 則 
この要綱は、平成２８年４⽉１⽇から施⾏する。 

附 則 
この要綱は、平成３１年４⽉１⽇から施⾏する。 

附 則 
この要綱は、令和３年４⽉１⽇から施⾏する。 
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幸区地域福祉計画推進会議委員名簿 
 

任期 令和３年７⽉ 1 ⽇〜令和６年 3 ⽉ 31 ⽇ 
氏    名 所     属 

北 島 洋 美 ⽇本体育大学 

三 條 明 良 幸区医師会 

加 藤 満 治 幸区社会福祉協議会 

大 竹   薫 幸区社会福祉協議会 事務局 

網 屋 英 子 幸区⺠⽣委員児童委員協議会 

川喜田 智 子 幸区⺠⽣委員児童委員協議会（主任児童委員） 

滝 澤 富士子 幸区町内会連合会  

髙 橋   正 ⽇吉商店街連合会 

髙 山 君 子 川崎市育成会手をむすぶ親の会幸支部 

和 田 かよ子 川崎市幸区身体障害者協会 

伊 藤   歩 夢⾒ヶ崎地域包括支援センター 

大 塚 謙一郎 幸区地域教育会議 

岩 川   舞 さいわいソーシャルデザインセンター 

近 藤 多 恵 市⺠公募委員 

三 宅 礼 子 市⺠公募委員 

（順不同 敬称略 職名は在任中のもの） 
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幸区地域包括ケアシステム推進本部設置要綱 

（目的及び設置） 
第１条 川崎市における地域包括ケアシステムの構築及びコミュニティ施策の推進に向け、幸区に

おける施策の企画及び⽴案を⾏い、地域包括ケアシステム推進ビジョン及びこれからのコミュニ
ティ施策の基本的考え方に基づく具体的な取組を着実に推進するため、幸区地域包括ケアシステ
ム推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 
第２条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。 
（１）区域における地域包括ケアシステムに係る企画及び⽴案に関すること。 
（２）区域における地域包括ケアシステムに係る施策及び地区エリアの調整に関すること。 
（３）これからのコミュニティ施策に係る企画及び⽴案に関すること。 
（４）前３号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項。 
 （組織） 
第３条 推進本部は、別表に掲げる者をもって組織する。 
２ 本部⻑は、区⻑をもって充てる。 
３ 副本部⻑は、副区⻑をもって充てる。 
 （本部⻑及び副本部⻑の職務） 
第４条 本部⻑は、推進本部の事務を統括する。 
２ 副本部⻑は、本部⻑を補佐し、本部⻑に事故があるときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第５条 推進本部の会議は、必要に応じて本部⻑が招集し、主宰する。 
２ 本部⻑は、第１条の目的を達成するため、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意

⾒又は説明を聴くことができる。 
 （プロジェクト） 
第６条 推進本部に付議する事項に関し必要な事項を調査・協議するため、推進プロジェクト（以

下「プロジェクト」という。）を設置することができる。 
 （庶務） 
第７条 推進本部の庶務は、地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進

課及びまちづくり推進部企画課において処理する。 
 （委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部⻑が定める。 
   附 則 
 （施⾏期⽇） 
 この要綱は、平成２８年４⽉１⽇から施⾏する。 
 （施⾏期⽇） 
 この要綱は、平成３１年１⽉２３⽇から施⾏する。 
 （施⾏期⽇） 
 この要綱は、平成３１年４⽉１⽇から施⾏する。 

（施⾏期⽇） 
 この要綱は、令和３年４⽉１⽇から施⾏する。 
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別表（第３条関係）幸区地域包括ケアシステム推進本部員 
 

１  区⻑ 

２  副区⻑ 

３  区⺠サービス部⻑ 

４  ⽇吉出張所⻑ 

５  地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）所⻑ 

６  地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）副所⻑ 

７  道路公園センター所⻑ 

８  まちづくり推進部総務課⻑ 

９  まちづくり推進部企画課⻑ 

10  地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課⻑ 

11 地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課⻑ 
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幸区地域包括ケアシステム推進本部プロジェクト設置要綱 
 
 （目的及び設置） 
第１条 幸区地域包括ケアシステム推進本部設置要綱第６条に基づき、「幸区地域包括ケアシステ

ム推進プロジェクト」（以下「プロジェクト」という。）を設置する。 
 （所掌事務） 
第２条 プロジェクトの所掌事務は、次のとおりとする。 
（１）地域の課題の把握・整理に関すること。 
（２）地域包括ケアシステムについての啓発に関すること。 
（３）地域包括ケアシステムの調査・研究に関すること。 
（４）その他必要な事項に関すること。 
 （組織） 
第３条 プロジェクトは、別表に掲げる者をもって組織する。 
２ 委員⻑は、地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）所⻑をもって充てる。 
３ 副委員⻑は、地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課⻑をもっ

て充てる。 
 （委員⻑及び副委員⻑の職務） 
第４条 委員⻑は、プロジェクトを統括する。 
２ 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故があるときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第５条 プロジェクトの会議は、必要に応じて委員⻑が招集し、主宰する。 
２ プロジェクトの委員は、会議に出席できない時は、その指名する者を代理で出席させることが

できる。 
３ 委員⻑は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意⾒又は説明を聴くことができる。 
 （庶務） 
第６条 プロジェクトの庶務は、地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア

推進課において処理する。 
 （委任） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員⻑が定める。 
   附 則 
 （施⾏期⽇） 
 この要綱は、平成２８年４⽉１⽇から施⾏する。 
 （施⾏期⽇） 
 この要綱は、平成２８年８⽉１６⽇から施⾏する。 
 （施⾏期⽇） 
 この要綱は、平成２９年４⽉１⽇から施⾏する。 
 （施⾏期⽇） 
 この要綱は、平成３１年１⽉２３⽇から施⾏する。 
 （施⾏期⽇） 
 この要綱は、平成３１年４⽉１⽇から施⾏する。 

（施⾏期⽇） 
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 この要綱は、令和５年４⽉１⽇から施⾏する。 
 
別表（第３条関係）幸区地域包括ケアシステム推進プロジェクト委員 

１  区⺠サービス部⽇吉出張所⻑ 

２  地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）所⻑ 

３  担当課⻑（危機管理担当） 

４  まちづくり推進部総務課⻑ 

５  まちづくり推進部企画課⻑ 

６  まちづくり推進部地域振興課⻑ 

７  まちづくり推進部⽣涯学習支援課⻑ 

８  区⺠サービス部区⺠課⻑ 

９  区⺠サービス部保険年⾦課⻑ 

10  地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課⻑ 

11 地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課⻑ 

12 
 地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）担当課⻑（保育所等・地域
連携担当課⻑） 

13 
 地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）担当課⻑（学校・地域連携
担当課⻑） 

14  地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）児童家庭課⻑ 

15  地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）⾼齢・障害課⻑ 

16  地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）保護課⻑ 

17  地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛⽣課⻑ 

18  道路公園センター管理担当課⻑ 
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