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＊厚生労働省老健局「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」2010年3月5日

図　重層的な圏域設定のイメージ
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「
地
域
の
絆
」で
は
、
表
の
よ
う
に
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
の
実
践
定
義
を
行
い
、

こ
れ
を
各
事
業
所
に
掲
示
し
、
全
職
員

の
共
通
認
識
の
下
、
日
々
の
実
践
に
努

め
て
い
ま
す
。
専
門
職
と
は
自
ら
の
実

践
が
言
語
化
で
き
る
人
で
あ
り
、
チ
ー

ム
ケ
ア
で
は
そ
れ
を
共
通
認
識
で
き
る

集
団
構
成
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

「
地
域
の
絆
」で
は
ま
ず
、
主
た
る
対

象
と
す
る「
地
域
」を
定
義
化
し
て
い
ま

す
。
図
に
あ
る
よ
う
に
、
本
来
地
域
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
圏
域
が
存
在
し
ま
す
。

そ
の
な
か
の
ど
の
圏
域
を
自
ら
の
実
践

地
域
と
す
る
の
か
、
そ
の
共
通
理
解
が

な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
は
実
践
で

き
ま
せ
ん
。「
本
来
」と
書
い
た
よ
う
に
、

従
来
は
こ
の
よ
う
な
認
識
が
希
薄
化
し

た
な
か
で
、
地
域
福
祉
活
動
が
実
践
さ

れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
自
戒
の
念

を
含
め
認
識
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、

ま
ち
づ
く
り
拠
点
と
し
て
の
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護（
以
下
、
小
規
模
）が

対
象
と
す
る
地
域
を
自
治
会
お
よ
び
小

学
校
区
圏
内
と
定
め
て
い
ま
す
。
１
人

の
利
用
者
を
専
門
職
と
地
域
住
民
が
協

働
で
支
援
し
て
い
く
こ
と
を
鑑
み
る

と
、
お
互
い
常
に
顔
の
見
え
る
関
係
性

が
欠
か
せ
な
い
の
で
、
そ
の
圏
域
の
設

定
は
自
治
会
が
基
盤
と
な
る
は
ず
で

す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
を
実
践
す
る

前
に
、
ま
ず
は
ど
の
地
域
を
主
た
る
対

象
地
域
と
す
る
の
か
、
事
業
所
内
で
の

共
通
認
識
が
不
可
欠
で
す
。

次
に
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
福
祉
実
践

は
、「
支
え
ら
れ
る
側
」の
人
た
ち
も
環

境
や
立
場
が
変
わ
れ
ば「
支
え
る
側
」に

回
る
こ
と
が
あ
る
と
常
に
認
識
し
て
お

く
必
要
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
目
の

前
の
利
用
者
に
対
し
て
も
、
ま
だ
ま
だ

残
さ
れ
た
、
隠
れ
た
能
力
が
多
く
あ
る

こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
援
助
活
動
を
展

開
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。「
地
域

の
絆
」で
は
、
精
神
障
害
者
・
発
達
障

害
者
・
不
登
校
児
童
・
触
法
少
年
・
要

支
援
者
・
要
介
護
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
地
域
の
絆
」の
各
事
業
所
で
は
、
社

会
福
祉
士
事
務
所
や
福
祉
よ
ろ
ず
相
談

室
を
設
置
し
て
お
り
、
高
齢
者
分
野
に

か
か
わ
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
福
祉
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
相
談
料
は

無
料
で
す
が
、
そ
の
分
、
イ
ン
テ
ー
ク

（
受
理
・
初
回
面
接
）程
度
の
相
談
し
か

受
け
付
け
な
い
こ
と
を
援
助
条
件
と
し

て
い
ま
す
。
地
域
住
民
が
福
祉
課
題
を

抱
え
た
際
に
と
に
か
く
相
談
に
来
て
も

ら
い
、
援
助
の
方
向
性
を
示
し
、
適
切

な
関
係
機
関
に
つ
な
ぐ
こ
と
を
第
一
義

と
し
て
い
ま
す
。
無
論
、
そ
の
場
の
ワ

ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
で
解
決
す
る

相
談
も
あ
り
ま
す
。
実
際
の
受
付
頻
度

は
、
事
業
所
ご
と
に
月
に
３
件
程
度
と

な
っ
て
い
ま
す
。
相
談
に
来
ら
れ
る
方

の
約
半
数
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
や
障
害
分
野
の
相
談
機
関
の
職
員
か

ら
で
あ
り
、
制
度
の
狭
間
で
対
応
に
苦

慮
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
残
り
の
半
数
は
、
地
域
住
民
か
ら

の
直
接
相
談
で
す
。

こ
う
し
た
相
談
を
受
け
付
け
る
過
程

の
な
か
で
、
家
庭
裁
判
所
の
調
査
官
よ

り
触
法
少
年
・
少
女
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
受
け
入
れ
依
頼
が
き
た
り
、
近
隣
の

精
神
障
害
者
・
発
達
障
害
者
作
業
所
よ

り
就
労
訓
練
を
目
的
と
し
た
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
の
受
け
入
れ
打
診
が
あ
っ
た

り
、
不
登
校
児
童
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

受
け
入
れ
を
両
親
か
ら
依
頼
さ
れ
た
り

等
、
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
情
報
が

集
ま
っ
て
く
る
と
同
時
に
、
地
域
に
お

け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
で
き
ま
す
。

高
齢
者
に
限
定
し
な
い
相
談
窓
口
を
設

け
る
こ
と
で
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
に
も
な
る
の
で
す
。

「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
の
指
導
に
関
し
て
必
要
な

認
知
症
ケ
ア
に
か
か
る
共
同
生
活
の
意

味
・
重
要
性
や
地
域
連
携
の
視
点
を
加

え
る
な
ど
、
現
行
の
実
地
指
導
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
」＊
と
厚
労
省
も
検
討
項
目
に
挙
げ
て

い
る
よ
う
に
、
今
後
さ
ら
に
、
小
規
模

の
地
域
と
の
関
係
は
、
名
実
と
も
に
求

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
今
の
段

階
か
ら
、
利
用
者
を
地
域
か
ら
切
り
離

し
た
ケ
ア
で
は
な
く
、
地
域
の
な
か
で

支
え
る
ケ
ア
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ケ
ア
の
視
点
を
持
っ
て
お
く
こ
と
が
要

諦
で
す
。

拠
点
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

小
規
模
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
・

ケ
ア
の
質
を
し
っ
か
り
と
担
保
で
き
る

範
囲
に
お
い
て
、
如
上
の
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
形
で
、
対
象
を
高
齢
者
に
限
定
し

な
い
ケ
ア
の
実
践
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
利
用
者
支
援
を
行
う
姿
を
地

域
住
民
に
隠
さ
な
い
こ
と
を
私
た
ち
は

大
切
に
し
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
汗
を

流
し
な
が
ら
地
域
の
な
か
で
そ
の
姿
を

積
極
的
に
地
域
住
民
に
見
せ
て
、
利
用

者
の
生
活
を
地
域
住
民
に
知
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
実
践
し
て
い
ま
す
。
全
国
で

４
０
０
万
人
を
目
標
に
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
の
養
成
推
進
が
う
た
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
い
く
ら
知
識
を
伝
達
し
て
も
、

利
用
者
に
対
す
る
偏
見
は
大
き
く
は
減

少
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
大
切

な
の
は
、
実
際
に
、
身
近
に
住
ん
で
い

る
認
知
症
の
方
の
生
活
に
触
れ
る
こ
と

が
、
一
番
の
意
識
変
革
に
つ
な
が
る
も

の
と
考
え
ま
す
。

そ
の
た
め
、
私
た
ち
の
実
践
を
地
域

住
民
に
積
極
的
に
見
て
も
ら
う
こ
と
で
、

そ
れ
が
利
用
者
に
対
す
る
偏
見
の
減
少

や
理
解
・
協
力
の
向
上
に
つ
な
が
り
、

ひ
い
て
は
地
域
の
福
祉
教
育
を
担
う
こ

地
域
の
福
祉
教
育
の
た
め
に

利
用
者
支
援
の
姿
を
積
極
的
に
開
示

「地域の要援護者を、地域住民で支え合う
行為である」。
「地域住民」とは、フォーマル・インフォー
マル如何を問わず、その地域に存在するあ
らゆる社会資源を含有したもの。住民主体
の視点を重要視しているためあえて、「地域
住民」の表現にした。
「地域」とは、高齢者や子どもが、徒歩もし
くは自転車で活動できる物理的範囲を考え、
自治会および小学校区の範囲と考える。
「支え合う」とは要援護者も状況に応じて
「支える側」に回ることがあることを前提に考
えてのこと。
大切なのはそのことを通して、地域住民

の福祉教育が成されること。
（2007年2月現在の定義）

表　コミュニティケアの定義

県域・広域

5層：市町村全域

4層：市町村の支所の圏域

3層：学区・校区の圏域

2層：自治会・町内会の圏域

1層：自治会・町内会の組・班の圏域

要支援の発見、見守り、
災害時支援の基礎的な範囲

＊�見守りネットワーク活動などの実施

自治会町内会の範囲
＊�自治会・町内会の防犯・防災活動、民生委員活動、ふ
れあいいきいきサロン等の日常的支援の実施

住民自治会活動（公民館等）の拠点施設がある範囲
＊�住民の地域福祉活動に関する情報交換・連携・専門
家による支援・活動計画の作成や参加

総合相談窓口や福祉施設がある範囲
＊�公的な相談と支援をブランチで実施

市町村全域を対象とした総合的な施策の企画・調整をする範囲
＊�市町村全域を対象とした公的機関の相談支援

県の機関・広域の利用施設・市町村間で共有するサービス等

児童相談所　など

地域包括支援センター
障害者相談支援事業所
福祉事務所
社会福祉協議会　など

地域包括支援センター
のブランチ　など

地域福祉推進の地
区レベルのプラッ
トホーム
（住民自治協議会
福祉部地区社会福
祉協議会　など）

出展：厚生労働省�社会・援護局「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」2008年3月31日

自
治
会
お
よ
び
小
学
校
区
圏
内
が

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
の
対
象
地
域

Practice Course According To Service

中島康晴
NPO法人地域の絆代表理事
なかしま・やすはる
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員。
1973年生まれ。主な職歴は、生活相談員、介護職リーダー、
デイサービス・グループホーム管理者。福祉専門職がまちづく
りに関与していく実践の必要性を感じ、特定非営利活動法人
地域の絆を設立。現在、広島県内で3カ所の地域密着型サービ
ス事業所を開設運営。
HP：http://www.npokizuna.jp/
「代表理事中島康晴のブログ」で社会福祉に対するさまざまな
思いを掲載。

まちづくりにつながる 
コミュニティケアの実践①

地域におけるまちづくりの拠点としての、
小規模多機能型居宅介護の可能性と実践について考えていく。

まちづくりとしての小規模多機能ケア
地域密着型サービス地域密着型サービス地域密着型サービス
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系
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ー
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ビ
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施
設・居
住
系
サ
ー
ビ
ス

居
宅
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支
援
サ
ー
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ス

サービス別実践講座
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