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報告内容

p 2040年の地域福祉の姿
p「地域共生社会」の歴史的な解釈
p新たな地域福祉の実践
p新たな地域福祉の実践を支える財源
p新たな地域福祉の実践を支える政策



2040年の地域福祉の姿

Ø 自治体間格差、地域間格差の拡大
Ø 緊縮財政と脱専門職化（Malin 2020）

アンペイド・パブリック・ワークの拡大（三島2017）

Ø 公的資金の縮小（コーディネーターバブルの終焉）

Malin, N. (2020) De-Professionalism and Austerity: Challenges for the Public Sector, Polity Press.
三島亜紀⼦（2017）『社会福祉学は「社会」をどう捉えてきたのか−ソーシャルワークのグローバル定義における専⾨職像』勁草

書房．



「地域福祉の主流化」

地域組織化

在宅福祉
住民参加型福祉

住民の主体化
（地域包括ケア？ ）

1980年代 2000年代 2020年代

地
域
福
祉

武川正吾（2020）「地域福祉の主流化その後」上野⾕加代⼦編著『共⽣社会創造におけるソーシャルワークの役割』ミネルヴァ書房，p.26



経済システムの進化と定常型社会

時間の経過

経済の規模

伝統的社会 市場経済 工業化社会 情報化社会 定常型社会

地域共同体 ⼈⼝の都市化
核家族化 個⼈化

コミュニティ政策

ボランティア振興

持続可能性
ローカル化

地域共生社会

広井良典（2019）『⼈⼝減少社会のデザイン』東洋経済，p.145を⼀部加筆・修正



社会形態の変化と「地域福祉の時代」

室⽥信⼀作成

社会のあり方 伝統的社会 工業化社会・情報化社会
（地域福祉の時代）

定常型社会？
（地域共生社会）

支援の基盤に
ある考え方

共同体の
相互扶助

• 住民同士の支え合いの組織化（コミュ
ニティ・オーガニゼーション）

• 専門的な支援の組織化（コミュニティ
ケア）

• 政府による社会権保障の強化？

• 他人事を我がごと
に変える

• 「受け手」と「支
え手」を超える

コミュニティに
おける関係性 対等な関係 非対称な関係

（支援の「受け手」と「支え手」） ？？？



「地域共生社会」をめぐる3つの言説

地域共⽣社会づくりを推進することは、

1. 縦割りの制度を超えて、地域におけるきめ細やかで包括的な⽀援を提供する
ことができる。 【丸ごと⾔説】

2. ⽀援の「受け⼿」「⽀え⼿」という関係を超えて、誰もが主体的に地域活動
に参加して、地域の福祉活動に貢献できる。 【⼀億総活躍⾔説】

3. 少⼦⾼齢化で担い⼿不⾜が予測される地域の福祉活動を持続可能なものにす
る（同時に社会保障費を抑制することができる）。 【サステナブル⾔説】



出典：厚労省



出典：厚労省



ボランティア人口の推移

参照：全国社会福祉協議会



NPO法人数
の推移

出典：内閣府（https://www.npo-homepage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-seni）



出典：https://communitysite.chofu-city.jp/joinus/01/

川の図書館

調布市、東京都



出典：https://www.facebook.com/cc.mitaka/

チリンチリン三鷹

三鷹市、東京都



出典：https://100000kurume.localinfo.jp/

久留米
10万人
女子会

久留米市、福岡県



地域の資源が結びつき広がる実践

出典：https://communityorganizing.jp/

人々のパワーで変化を起こす

15Community Organizing Japan

んが既にどのようにするかを知っているもので
す。物語を語らない人はいますか？誰とも関係を
構築したことが無い人はいますか？やろうと思っ
ていたことを邪魔する障害を乗り越えるために戦
略を立てたことが無い人はいますか？私たちはど
のようにするかを知っていますが、それは「暗黙
知」であり「形式知（訳注：伝えられる知識）」
ではないのです。私たちはそれらをしていますが、
私たちはそれをどう正確にするのか考えたことが
ないのです。これから私たちが共に学んでいくの
はこの「暗黙」を明確にしていくことです。それ
によって、技術、スキルを磨き、これらのスキル
を使う目的を作っていくことができるのです。

　

オーガナイジングを学ぶ

　オーガナイジングとは実践であり、「する方法」
です。自転車に乗ることを学ぶようなものです。
自転車に乗ることについて書かれた本を何冊読も
うと、実際に自転車に乗る段階ではほとんど役に
たちません。誰しもがはじめて自転車に乗るとき
起こることは、転ぶことです。そこで「心」の出
番になります。あきらめて家に帰るか。あるいは、
また転ぶことがわかっていても勇気をだして自転
車に乗るか。それがバランスをとることを学ぶ唯
一の方法だからです。
　これから私たちが「学ぶ」多くの実践は、皆さ

ドット・リーダーシップ バラバラのリーダーシップ スノーフレーク・
リーダーシップ



共同体内の
資源交換

？？？

地域福祉の財源

時間の経過

経済の規模

伝統的社会 市場経済 工業化社会 情報化社会 定常型社会

地域共同体 ⼈⼝の都市化
核家族化 個⼈化

コミュニティ政策

ボランティア振興

持続可能性
ローカル化

地域共生社会

広井良典（2019）『⼈⼝減少社会のデザイン』東洋経済，p.145を⼀部加筆・修正

中央集権的な再分配
地域ごとに均等配分



出典：⾚い⽻根共同募⾦(https://www.akaihane.or.jp/chuo/)

地域福祉の実践を支える民間財源（共同募金）

デ ー タ 編

共同募金統計 募金編

　共同募金の募金方法で最も大きいのは、
募金ボランティアが各家庭を訪問して募金
をお願いする「戸別募金」です。また、企
業など法人からは、16億3,420万円の寄付
をいただいており、全体の9.7%の割合と
なっています。職域募金（従業員等の募
金）は６億4,415万円で、全体の3.8%の割
合です。

2020年度　募金方法別割合（総額 168億8,370万9,450円）

共同募金実績額の推移

　赤い羽根共同募金は、1947年に始まり、初年度は６億円弱の募金が寄せられました。現在の貨幣価値にす
ると1,200～1,500億円ともいわれます。以降、時代に応じて募金実績も推移し、74年間の募金実績総額は
１兆円を超えました。
　2020年度の共同募金の実績額は168億8,370万9,450円でした。

赤い羽根
共同募金

戸別
51.8%

87億4,033万2,035円

法人
9.7%

16億3,420万7,656円

職域 3.8%
6億4,415万9,493円

街頭 0.7%
1億1,890万6,540円

学校 1.5%
2億5,604万3,021円

その他 6.8%
11億4,731万7,885円

NHK歳末 3.8%
6億4,359万2,533円

歳末たすけあい
 21.9%

36億9,915万290円

戸別 法人
職域 街頭
学校 その他

歳末たすけあい NHK歳末

赤い羽根共同募金
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参照：⼤阪コミュニティ財団(http://www.osaka-community.or.jp/contents/fi/progress.htm)

地域福祉の実践を支える民間財源（コミュニティ財団）



参照：⼤阪コミュニティ財団(http://www.osaka-community.or.jp/contents/fi/progress.htm)

地域福祉の実践を支える民間財源（コミュニティ財団）



参照：NPO法⼈⼩杉駅周辺エリアマネジメント(https://musashikosugi.or.jp/)

新たな会費の仕組み

会費：月額300円×5000戸×12ヶ月＝1800万円

小杉駅前エリアマネジメント

2019年度より任意加入に変更



新たな会費の仕組み

自治会費：月額500円×1700戸×12ヶ月＝1020万円

都営大山団地（大山自治会）



新たな地域のセーフティネット

都営大山団地（大山自治会）

出典：https://chofu.keizai.biz/



地域福祉の実践を支える政策

Ø 「地域福祉」が築いてきたものの可視化
→生活支援サービスの可視化

Ø 自治体やそれよりも狭い地域内で資源（特にお金）が循
環する仕組みの簡略化（例：都認証地域活動団体）

Ø ボランティア休暇制度のような「地域活動休暇制度」の
導入促進

Ø 地域活動の評価方法の開発


