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は じ め に

八尾市内で計画的に小ネット活動が実施されるようになってから 17

年が経過し、各地区で様々な取組みがなされています。 

平成 21 年度作成の「あなたとわたしをつなぐもの～やおの小地域ネッ

トワーク活動～」は、小ネット活動を中心に様々な先進地区の活動と各地

区の活動概況一覧を掲載しました。そして、各地区において、今後の活動

の一助としていただけるよう配布し、PR に努めてきました。 

このたび、改めて関係機関や団体、並びに市民の皆さん向けに、小ネッ

ト活動について概要や活動内容を知っていただくことを目的に、各地区の

活動事例や概況を網羅した冊子を作成しました。そして、小ネット活動の

さらなる充実・推進を図り、より一層の PR を目指します。 

この冊子の作成にあたって事例や活動実績、写真などを提供していただ

きました各地区福祉委員会をはじめご協力いただきました皆様方に深く

感謝申し上げます。 

平成 28 年 9 月 

社会福祉法人 

八尾市社会福祉協議会 
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小地域ネットワーク活動 

とは 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 活 動 に つ い て

　小地域（概ね小学校区）を単位として、地区福祉委員会を中心と

しながら支援を必要とする一人ひとりを対象に、保健・福祉・医療

などの関係者と住民が協働して進める、見守り・援助活動です。地

域の高齢者、障がい（児）者、及び子育て中の親子などが地域の中

で孤立することなく、安心して生活できるよう地域住民による支え

あい助け合い運動を展開し、地域における福祉の啓発と住みよい福

祉のまちづくりを進めようというものです。
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小地域ネットワーク活動に関連する

八尾市社会福祉協議会（社協）のお仕事

地区福祉委員長連絡協議会 事務局 

 

      

 

 

 

 

CoW（コミュニティワーカー） 

▼広報研修会 ▼食品衛生研修会

▲講師による広報誌の講評 ▲手洗いチェッカー 

小 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 活 動 に つ い て

　地区福祉委員会とは、誰もが住みよい福祉のまちづくりを進めるために、地

域住民が主体となりお互い協力し支え合う活動を担っている組織です。おおむ

ね小学校区を単位に自治振興委員会をはじめ各種団体で構成され、八尾市内で

３２地区が活動しています。

　社協は、八尾市地区福祉委員長連絡協議会会議、小地域ネットワーク活動会

計研修会、食品衛生研修会、広報研修会、ふれあい喫茶交流会の開催など各地

区福祉委員会の活動をバックアップしています。

　小地域ネットワーク活動などの住民による地域福祉活動がより活発になるよ

うに側面から支援するとともに、個人への相談対応や必要な支援につなぐ社協

職員のことで、現在、八尾市社協には６人のCoWがいます。ボランティア支援

や新たな担い手発掘、地域活動のリーダー支援、地域の社会資源間のコーディ

ネート、個人の困りごとなどの相談への対応などの役割があります。
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八尾市民生委員児童委員協議会 事務局 

  

 

 
八尾市いちょうの会(八尾市ひとり暮らし老人の会連絡会) 事務局 

  

 ▲施設見学会 ▲会員研修会 

▲民協ＰＲ活動 ▲子育て支援「はとぽっぽ」 

小 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 活 動 に つ い て

　民生委員児童委員とは、地域を見守り、地域住民の身近な相談相手、専門機

関へのつなぎ役を担う人で厚生労働大臣から委嘱されています。地域住民の抱

える悩みごとや地域で発見した課題を解決するために行政への働きかけ、専門

機関の紹介、必要なサービスの紹介や連絡などの役割を果たします。

　社協は、八尾市民生委員児童委員協議会への活動支援や研修、調査研究活動

などの事務局をしています。

　八尾市内には昭和53年発足の長池地区をはじめ、現在27地区に28のひとり

暮らし老人の会が活動しています。八尾市いちょうの会は、八尾市内のひとり

暮らし高齢者が地域で孤立することなく健康で長生きできるようにと結束し、

情報交換を行うことを目的に平成５年に発足しました。社協は、会長会や役員

会、施設見学会、日帰り研修会、会員研修会などの企画提案や調整、機関誌発

行などの事務局をしています。
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小 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 活 動 事 例

見守り・声かけ訪問活動 

配食サービス活動（他市の事例） 災害時要配慮者支援に関連する活動 

日常的な個別援助活動を通した
災害時における要援護者の把握 

新しい見守り活動のひろがり（他市の事例） 

緊急時安否確認（かぎ預かり）事業 見守りネットワークの構築 

小地域ネットワーク　活動は、当事者の抱え

ている問題の解決を　めざすものです。日常

的・継続的な個別援　助活動を基本としな

がら、当事者のニーズ　を早期発見し、可能な

限り未然に防止する　ことが大切です。

支援を必要とする人に対する見守り、安否確認、声かけ訪問

● 新聞受けに新聞等がたまっていないか

● 洗濯物が何日も干されたままになっていないか

　ひとり暮らし高齢者の家の鍵を施設で預かり、様子がお

かしいと思われるときに、その鍵を使って家屋内に入り、

安否確認ができるしくみ。孤立死をなくしたいとの思いか

ら、社協と地区福祉委員会、社会福祉施設の協働によって

実現しました。

　普段の声かけや見守り活動を丁寧に行っているからこ

そ、敏感な気づきにつながっています。

　地域内の商店や事業所等との連携により、住民の異変に早急

に気づき、対応できる支えあいのしくみ。例えば、毎週決まっ

た曜日に来店するおばあちゃんが数週間来られない。お話する

際の会話がかみ合わなくなってきた。など、“気になる”方が

おられる時には、社協へ連絡が入ります。

　住み慣れた地域で誰もが安心して生活するための、地域連携

による取り組みは府域でも広がりをみせています。

　食事の用意が困難な人を定期的に訪問し、

栄養バランスのとれた食事を提供するとともに

安否確認を行う

　草刈・電球交換・ゴミだし、散歩や通院などの付き添い、

買い物、掃除・洗濯等といった簡易な身の回りの支援を行う

　日常的な個別援助活動を通した災害時における要援護者の把握

個別援 助活動
いろ いろ

個別援助活動
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個別援助活動
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※概況P.49

おもに一人暮らし高齢者を対象に、手作りの食事を提供している

ボランティアを「給食ボランティア」と呼んでいます。社協では現

在17グループに登録していただいています。

「給食ボランティア連絡会」は、各地区給食ボランティア代表者

が情報交換を目的として会議や交流会、見学会を実施しています。

　何らかの理由で食事会に参加

できない方に対する支援に力を入れて

いきたいと考えています。

　ぼたんの会の会員も増えてほしいです。ぼ

たんの会がないとハマナス会も存在する意味が

ありません。健康を維持していつまでも元気に

長生きしていただきたいです。

平成５年に、「ぼたんの会のために食事を作ってほしい」とボランティアの要請があり、地

区福祉委員会と民生委員でハマナス会を立ち上げました。

場所は、小さな集会所から始まりました。狭い場所では洗い物が大変な上、道具をそろえる

段取りからして苦労が多くありました。献立に関しても、数か月間は料理の先生が教えてくれ

ましたが、講師代を捻出できなくなってからはさらに大変でした。ひとつの食材でどれだけの

人数分の料理が作れるのか、計算しながら買い物をするなど工夫をして活動を続けてきました。

どんなに大変でも完食されたお弁当箱を見た時や「おいしい」という言葉をいただいた時が

嬉しくて続けられています。

机や椅子のセッティング、煮沸消毒に協力

してもらっています。

また、毎月検食と手指消毒を徹底し、現在まで

20年以上事故はありません。

以前は、地域にまつわる話（この辺りは昔みかん畑だったね、など）を

したり、ふるさとの歌を歌っていました。現在は、演奏などの鑑賞をメインに時々運動もして

います。家では食後寝てしまう人も多いので、食事会の時は少しでも運動ができる時間にして

もらえればと思っています。

季節に応じた彩りについては、食事関係の仕事をしていた人に協力していただき、アトラク

ションについては、わらべのうた（東山本地区のコーラスグループ）など地元のボランティア

に協力していただいたりと、経験や特技を活かして活躍されています。

会長の引き継ぎノート（共有ノート）に会議や研修内容を記録し、誰でも自由に見ることが

できるよう毎回持参しています。

また、班の様々な意見を出しやすくするためにグループを４つに分け、アイデアを出して盛

り付けや味付けをしています。食後には必ず反省会を行うことで、ボランティア同士で意見を

共有すること、みんなでほっとする時間を大切にしています。

・毎年１２月には、好きなものを食べていただくようバイキング形式で提供しています。予算

の関係で一時途切れることもありましたが、ぼたんの会から「またバイキングをしてほしい」

とのお声があり、ハマナス会で検討を重ねた結果、バイキングを復活させることができまし

た。参加者からは、「自分ひとりやとこんなにたくさんの種類作られへんから嬉しい！」「好

きなん選べて楽しい♪」と大好評です。メニューも毎回考えているので、毎年違ったメニュー

を楽しめることも人気の理由です。

小 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 活 動 事 例 小 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 活 動 事 例

・日　時：毎月第２土曜日（８・１月を除く）

・場　所：山本コミュニティセンター

・参加費：１回２００円

・対　象：ぼたんの会
　　　　　（東山本地区ひとり暮らし老人の会） 

きっかけ ～「ぼたんの会」のための「ハマナス会」～ 

特徴 ～バイキング～ 

　民生委員の協力

　アトラクション

　地域資源

　情報共有

給食ボランティア連絡会

～東山本地区～ふれあい給食サービス

 

様々な工夫 

▲見学先での意見交換

グループ援助活動
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