
　
郊
外
区
の
戸
建
て
住
宅
に
夫
婦
で
暮
ら
し
て

い
る
。
自
分
は
定
年
ま
で
都
内
の
大
手
企
業
に

勤
め
て
い
た
。
妻
は
専
業
主
婦
。
決
し
て
贅
沢
な

暮
ら
し
は
で
き
な
い
が
、
２
人
の
息
子
を
大
学

院
ま
で
進
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
人
様
に

迷
惑
を
か
け
る
こ
と
も
な
く
、
ま
あ
ま
あ
満
足

の
い
く
結
果
と
思
っ
て
い
る
。
２
人
の
息
子
は
す

で
に
所
帯
を
構
え
、
一
人
は
東
京
、
一
人
は
北
米

で
暮
ら
し
て
い
る
。
２
人
と
も
仕
事
が
忙
し
い
よ

う
で
、
会
っ
て
話
を
す
る
の
は
年
に
１
回
く
ら
い

で
ち
ょ
っ
と
寂
し
く
感
じ
て
い
る
。

　
現
在
の
収
入
は
企
業
年
金
が
加
わ
っ
て
お
よ

そ
４
０
０
万
円
。
金
額
と
し
て
は
恵
ま
れ
て
い
る

と
思
う
。
そ
れ
で
も
孫
の
こ
と
や
ら
、
親
戚
の
つ

き
あ
い
や
ら
、
交
際
費
が
か
か
る
。
自
分
は
定
年

ま
で
は
も
ち
ろ
ん
、
定
年
後
も
地
域
の
こ
と
は

妻
任
せ
に
し
て
き
た
。
定
年
し
て
1
5
年
に
な
り
、

近
隣
の
人
か
ら
は
道
で
会
う
と
声
を
か
け
て
も

ら
う
の
だ
が
、
ま
だ
顔
と
名
前
が
一
致

し
て
い
な
い
。

横浜市の市民像Fさんの場合

軽度の認知症が疑われる妻と

に
感
じ
て
い
る
。
昨
日
は
、
妻
の
知
り

合
い
で
民
生
委
員
を
し
て
い
る
と
い
う

近
所
の
ご
婦
人
が
、
妻
の
様
子
を
心

配
し
て
訪
ね
て
来
て
く
れ
た
。
一
昨
日
、

ス
ー
パ
ー
か
ら
の
帰
り
道
に
妻
が
道
に

迷
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
会
っ
た
ら
し

い
。
さ
り
げ
な
く
、
日
頃
の
妻
の
様
子

を
聞
き
な
が
ら
、
介
護
保
険
の
申
請

の
こ
と
で
あ
る
と
か
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
て
は
ど
う
か
な
ど

と
連
絡
先
を
教
え
て
く
れ
た
。
あ
り

が
た
迷
惑
な
気
持
ち
が
す
る
一
方
で
、

先
の
こ
と
を
考
え
る
と
一
度
相
談
し
て

み
た
ほ
う
が
よ
い
か
と
も
迷
う
。

　
た
だ
、
妻
が
そ
う
し
た
私
の
行
動

を
受
け
容
れ
て
く
れ
る
か
ど
う
か
が
一

番
の
悩
み
ど
こ
ろ
だ
。
と
い
う
の
も
、
常

日
頃
か
ら
「
年
を
と
っ
て
認
知
症
に

な
っ
て
人
様
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
だ

け
は
い
や
だ
」
と
夫
婦
で
話
し
て
い
た

の
で
、
仮
に
認
知
症
だ
っ
た
と
し
て
も
、

子
ど
も
た
ち
や
親
戚
に
は
知
ら
れ

　
ず
に
自
分
か
き
ち
ん
と
面
倒
を
み

　
よ
う
と
心
に
決
め
て
い
る
。
近
所

　
の
人
に
知
ら
れ
る
の
も
い
や
な
の

　
で
は
な
い
か
。
い
ざ
と
な
っ
た
ら
認

　
知
症
の
専
門
医
を
受
診
し
よ
う
と

思
っ
て
い
る
が
、
自
分
も
も
う
す
ぐ

　
「
高
齢
・
無
関
心
型
」
に
属
す
る
。
生
活
基
盤
は
安
定
し
て
い
る

が
、
「
経
済
的
に
困
っ
た
と
き
の
援
助
」
「
家
族
内
の
問
題
の
相
談
」
な

ど
は
「
他
の
人
に
頼
み
た
く
な
い
、
利
用
し
た
く
な
い
」
が
多
く
、
社

会
貢
献
活
動
へ
の
参
加
意
欲
も
際
立
っ
て
低
い
。
こ
の
市
民
像
は
7
5
歳

以
上
の
人
が
多
く
、
後
期
高
齢
者
の
社
会
意
識
の
特
徴
と
み
ら
れ
る
。

　
　
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
の
い
る
世
帯
の
家
族
類
型
別
構
成
割
合
の

変
化
を
み
る
と
、
３
世
代
世
帯
が
一
貫
し
て
減
少
し
単
身
世
帯
や
夫

婦
の
み
世
帯
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
近
年
で
は
、
２
世
代
世

帯
で
も
親
（
夫
婦
或
い
は
片
親
）
と
未
婚
の
子
ど
も
の
割
合
が
増
加

し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
単
身
世

帯
の
７
割
は
女
性
世
帯
で
あ
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　
高
齢
単
身
世
帯
に
関
す
る
市
推
計
値
を
み
る
と
、
平
成
2
2
年
に
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目
下
の
心
配
は
、
妻
の
健
康

問
題
。
実
は
、
妻
が
、
最
近
物

忘
れ
が
激
し
く
、
同
じ
も

の
を
何
度
も
買
い
込
ん
で

き
た
り
、
時
に
は
、
買
い
物

の
帰
り
に
道
が
分
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
こ

れ
ま
で
と
す
っ
か
り
様
子
が

違
っ
て
き
て
い
る
。
「
認
知
症
」

の
症
状
に
似
て
い
る
よ
う
で
不
安

8
0
歳
な
の
で
、
あ
ま
り
自
信
も
な
い
。

二人暮らしのFさん

70代・男性

1
2
万
超
で
あ
っ
た
高
齢
単
身
世
帯
は
平
成
3
7
年
に
は
2
0
万
人
に
迫

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
２
／
３
は
7
5
歳
以
上
の
後
期

高
齢
者
と
な
る
。

　
高
齢
者
の
隣
近
所
と
の
つ
き
あ
い
方
を
み
る
と
、
男
女
と
も
に
高

齢
に
な
る
に
つ
れ
て
そ
の
つ
き
あ
い
方
も
親
密
さ
を
増
す
傾
向
に
あ

る
が
、
男
性
の
場
合
、
高
齢
に
な
っ
て
も
半
数
は
「
顔
も
よ
く
知
ら
な

い
」
「
道
で
会
え
ば
挨
拶
を
す
る
程
度
」
と
、
女
性
に
比
べ
関
係
が
薄

い
傾
向
に
あ
る
。

　
平
成
2
4
年
時
点
で
は
、
本
市
の
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
の
お
よ
そ
8
4
％

は
健
康
で
要
介
護
認
定
を
受
け
ず
に
生
活
し
て
い
る
。
他
方
1
6
％
が

要
介
護
認
定
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
過
半
数
が
何
ら
か
の

支
援
や
介
護
の
必
要
が
あ
る
認
知
症
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

介
護
が
必
要
な
高
齢
者
の
状
況

高
齢
者
の
近
隣
と
の
つ
き
あ
い

高
齢
世
帯
の
世
帯
構
造
の
変
化
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認知症になっても安心して暮らせるまちをつくろう

　高齢者が認知症になる割合は85歳以

上では約27%といわれている。横浜市

内では約7万人に上っている。認知症は

本人や家族のせいではなく誰でもなりう

る病気なのだ、という理解がまず必要だ。

地域包括支援センターでは、認知症の方

や家族を支える講座や勉強会が開かれ

ている。もし、参加するのに気が引けるの

なら、よこはま認知症コールセンターに

相談するのがよい。電話相談なのでプラ

イバシーが保護され介護の専門家や介

護経験者が相談にのってくれる。どんな

病気なのかを理解し、悩みを話すことな

どで、気分が楽になったりするだろう。

　区役所でも、認知症に関する講演会や

相談会を行っている。さらに、認知症に関

する一定の知識を持った｢キャラバン･メ

イト｣が講師役となり、身近な地域でミニ

講座を開き、その講座を受けた人を｢認

知症サポーター｣と呼び、認知症の理解

者を増やす取組が行われている。認知症

を正しく理解し、偏見を持たずに温かく

見守ることが、認知症の人やその家族が

安心して暮らせるまちをつくるのだ。

何らかの介護予防が必要とされる人の割合

隣近所との付き合い方(60代･70代)

Fさんの暮らしやすさの方向性

DATA

65歳以上の世帯員のいる世帯類型別世帯



　
夫
と
成
人
し
た
子
ど
も
の
３
人
暮
ら
し
。
第

１
子
誕
生
を
機
に
郊
外
区
の
戸
建
て
住
宅
を

購
入
し
て
3
5
年
に
な
る
。
今
年
定
年
退
職
を
迎

え
る
夫
は
、
都
内
の
会
社
に
勤
務
し
て
い
る
。
２

人
の
子
ど
も
の
う
ち
、
長
女
は
す
で
に
結
婚
し

現
在
は
地
方
都
市
暮
ら
し
。
同
居
し
て
い
る
下

の
息
子
も
な
ん
と
か
就
職
し
、
安
堵
し
て
い
る

と
こ
ろ
。

　
自
分
も
定
年
ま
で
あ
と
わ
ず
か
。
子
育
て
が

一
段
落
し
た
あ
と
も
、
こ
れ
ま
で
は
仕
事
が
忙
し

く
地
域
の
活
動
に
も
あ
ま
り
参
加
で
き
な
か
っ

た
が
、
少
し
時
間
が
で
き
た
の
で
、
ま
ず
は
個
人

で
で
き
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
こ
う
と
、
自
称

「
ひ
と
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
を
始
め
た
。
夫
を
誘
い

な
が
ら
、
土
日
を
利
用
し
て
ゴ
ミ
を
拾
っ
た
り
、

花
を
植
え
た
り
、
川
を
掃
除
し
た
り
、
地
域
の

人
が
気
持
ち
よ
く
暮
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
見

つ
け
て
実
行
し
て
い
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
こ
数
年
、
郷
里
の
母
が
近
隣
の

て
、
自
分
も
何
か
人
の
た

め
に
な
る
こ
と
を
や
ら
な

い
と
、
と
思
え
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
。
そ
う
し

た
ら
、
ご
近
所
の
人
か
ら

「
あ
ら
、
働
く
ば
か
り
の
人

横浜市の市民像Gさんの場合

｢ひとりボランティア｣で、定年後に向けた
　地域へのソフトランディング中のＧさん

て
、
何
と
な
く
う
れ
し
く
も
あ
る
。
定

年
後
に
向
け
て
、
少
し
ず
つ
地
域
に
シ

フ
ト
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。
地
域

で
は
自
分
は
ま
だ
ま
だ
若
造
で
、
役
に

立
て
る
こ
と
も
あ
り
そ
う
だ
。

　
町
内
も
み
な
高
齢
化
し
て
き
た

が
、
最
近
で
は
葬
儀
を
家
族
だ
け
で

ひ
っ
そ
り
と
済
ま
せ
、
ず
い
ぶ
ん
経
っ
て

か
ら
風
の
便
り
に
亡
く
な
っ
て
い
た
こ

と
を
知
ら
さ
れ
る
機
会
も
増
え
た
。

同
じ
町
内
な
の
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
も

知
ら
ず
、
で
は
ち
ょ
っ
と
さ
び
し
い
。
生

前
町
内
の
こ
と
で
何
か
と
お
世
話
に

な
っ
た
り
、
顔
見
知
り
だ
っ
た
方
に
は

せ
め
て
き
ち
ん
と
お
別
れ
を
し
た
い

と
思
う
。

　
だ
か
ら
と
い
っ
て
あ
ま
り
踏
み
込
ん

で
し
ま
う
と
、
「
こ
の
人
、
信
用
し
て
い

い
か
ど
う
か
」
と
い
う
反
応
も
あ
る
の

　
で
、
こ
ち
ら
も
踏
み
込
み
す
ぎ
な
い

　
「
暮
ら
し
満
足
家
族
型
」
に
属
す
る
Ｇ
さ
ん
。
家
計
や
住
ま
い
、
家

族
の
健
康
状
態
も
よ
く
、
困
っ
た
と
き
の
相
談
相
手
も
多
い
。
こ
の
市

民
像
は
、
社
会
貢
献
意
欲
も
高
く
、
９
４
％
の
人
が
暮
ら
し
や
す
い
と

感
じ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
全
体
の
３
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。

年
齢
は
、
5
0
代
か
ら
7
0
代
前
半
の
割
合
が
高
い
。
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人
た
ち
に
助
け
ら
れ
て
一
人
暮

ら
し
を
続
け
て
い
る
姿
を
み

で
は
な
か
っ
た
の
ね
！
」
と
声

を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

よ
う
に
し
な
が
ら
、
地
域
の
な
か
で

生
き
る
こ
と
や
別
れ
を
大
切
に
し

て
い
け
る
よ
う
に
で
き
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。

　
隣
近
所
と
の
つ
き
あ
い
方
に
対
す
る
市
民
の
選
好
の
変
遷
を
み
る

と
、
一
貫
し
て
「
互
い
に
干
渉
し
あ
わ
ず
さ
ば
さ
ば
し
て
暮
ら
し
や
す

い
」
と
す
る
割
合
が
６
割
超
と
「
サ
バ
サ
バ
派
」
（
６
頁
図
５
参
照
）
が

多
数
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
暮
ら
し
満
足
家
族
型
」
市
民

は
、
住
み
や
す
い
地
域
と
し
て
「
お
互
い
に
干
渉
せ
ず
、
わ
ず
ら
わ
し

く
な
い
地
域
」
と
答
え
た
人
が
2
4
％
に
対
し
「
人
と
人
と
が
ざ
っ
く

　
活
動
に
参
加
す
る
際
に
市
民
が
重
視
（
期
待
）
し
て
い
る
こ
と
を

み
る
と
、
「
気
軽
に
参
加
で
き
る
」
「
楽
し
い
」
「
新
し
い
知
り
合
い
を
つ

く
れ
る
」
「
誰
か
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
実
感
で
き
る
」
な
ど
が
４
割

以
上
と
多
い
。
特
に
、
若
年
層
で
は
、
「
楽
し
い
」
「
新
し
い
知
り
合
い

を
つ
く
れ
る
」
こ
と
に
加
え
、
「
新
し
い
知
識
や
技
術
が
身
に
つ
く
こ

と
」
な
ど
へ
の
期
待
が
高
い
。

　
ま
た
、
市
民
の
地
域
活
動
へ
の
参
加
状
況
を
み
る
と
、
2
0
0
0
年

代
以
降
、
概
ね
４
割
以
上
の
市
民
が
何
ら
か
の
地
域
活
動
に
参
加

し
て
い
る
。

市
民
の
地
域
と
の
か
か
わ
り
の
実
態

地
域
に
愛
着
を
持
つ
暮
ら
し
満
足
家
族

50代・女性

ば
ら
ん
な
関
係
で
、
人
づ
き
合
い
の
多
い
地
域
」
4
5
・
６
％
と
２
倍
近
い
。

ま
た
、
住
ん
で
い
る
地
域
に
対
す
る
愛
着
は
、
「
感
じ
て
い
る
」
が
3
9
％
、

「
や
や
感
じ
て
い
る
」
が
3
5
％
で
、
３
／
４
の
市
民
が
地
域
へ
の
愛
着
を

感
じ
て
い
る
が
、
こ
の
市
民
像
で
は
、
「
感
じ
て
い
る
」
は
7
3
・
５
％
、
「
や

や
感
じ
て
い
る
」
は
2
2
・
１
％
で
計
9
6
％
で
、
は
っ
き
り
と
し
た
愛
着
感
が

強
い
人
た
ち
が
多
い
。
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今後の地域活動のキイパーソンとなる｢暮らし満足家族型｣

　市民意識調査で、自由時間の有無をき

くと、６０歳代、７０歳代では男女とも自

由になる時間が十分ある人が半分以上

になる。一方、自由時間の過ごし方を聞く

と、男性では｢あまり外出せす、自宅で過

ごす｣人から割を超えている。１７万人に

も上る団塊の世代が65歳を迎えている

現在、地域社会の中でどのような過ごし

方をするのか、が今後の地域活動の趨勢

に大きな影響を及ぼすだろう。

　Ｇさんのような｢暮らし満足家族型｣の

人たちは、地域活動への参加率も高く、

｢趣味の活動やスポーツ活動｣｢地域イベ

ントの参加｣などの楽しみ系のみでなく、

｢近所の子どもの見守り｣｢高齢者や障害

者の見守り｣などの福祉的な活動への参

加率も高い。さらに、自治会･町内会の役

員活動を行っている人も四分のーに上

る。こうした市民像が先導役になって｢気

軽で楽しく、人のためになる｣魅力ある地

域活動をつくり、参加のきっかけづくりを

積極的に行うならば、地域社会は新たな

活力を生み出すことになろう。

地域活動に参加する時の期待 年齢別自由になる時間の有無

居住地域への愛着 参加している地域活動

Ｇさんの暮らしやすさの方向性

DATA



　
３
年
前
に
定
年
を
迎
え
た
夫
と
、
郊
外
区
の

戸
建
て
住
宅
に
二
人
暮
ら
し
。
成
人
し
た
子
ど

も
二
人
は
独
立
し
て
、
市
外
に
住
ん
で
い
る
。
定

年
し
た
夫
は
家
事
と
趣
味
三
昧
の
日
々
だ
が
、

自
分
は
市
内
で
福
祉
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
代
表
を
し
て

い
て
、
ま
す
ま
す
忙
し
い
毎
日
を
送
っ
て
い
る
。

　
現
住
地
に
住
ん
で
4
0
年
近
く
に
な
る
。
現
在

の
場
所
に
越
し
て
き
た
の
は
上
の
子
ど
も
が
ま

だ
小
学
校
入
学
前
の
頃
で
、
同
世
代
の
家
族
が

ほ
と
ん
ど
で
、
自
分
た
ち
夫
婦
を
含
め
、
皆
横

浜
以
外
の
土
地
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
人
ば
か

り
だ
っ
た
。

　
念
願
の
マ
イ
ホ
ー
ム
を
購
入
し
た
ま
ち
で
ど

う
や
っ
て
幸
せ
に
老
い
て
い
け
る
の
か
が
や
が
て

大
き
な
関
心
事
と
な
っ
た
。
生
協
活
動
や
Ｐ
Ｔ

Ａ
活
動
を
し
な
が
ら
、
徐
々
に
同
じ
関
心
を
も

つ
母
親
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て

き
た
。
ま
ず
は
今
後
の
高
齢
化
社
会
や
横
浜
の

こ
と
に
つ
い
て
勉
強
し
よ
う
と
回
を

重
ね
て
い
る
う
ち
に
、
横
浜
が
今
後

横浜市の市民像Hさんの場合

も
行
政
の
サ
ー
ビ
ス
だ
け

で
は
立
ち
ゆ
か
な
い
こ
と
、

市
民
、
特
に
家
事
や
家
族

の
世
話
の
経
験
を
も
つ
主

婦
の
力
が
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ

　　老後に向けた住みやすい
まちを自分たちでつくるＨさん

で
つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
」
と
い
う
想

い
に
結
実
し
た
。
1
9
9
0
年
代
初
頭

に
、
必
要
な
人
は
誰
で
も
対
象
と
す

る
有
料
有
償
の
在
宅
福
祉
活
動
を
開

始
し
た
。
利
用
者
か
ら
は
低
額
の
利

用
料
を
い
た
だ
き
、
働
い
て
く
れ
た
人

に
も
一
定
額
の
対
価
を
支
払
う
こ
の

「
有
料
有
償
方
式
」
は
、
福
祉
と
い
え

ば
行
政
の
措
置
制
度
か
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

（
無
償
）
だ
っ
た
時
代
、
横
浜
で
も
複
数

の
団
体
が
立
ち
上
が
り
大
き
な
一
石

を
投
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
い
ざ
フ
タ
を
あ
け
て
み
る
と
、
地
域

に
は
実
に
多
様
な
ニ
ー
ズ
が
存
在
す

る
こ
と
が
改
め
て
実
感
で
き
た
。
2
0

0
0
年
の
介
護
保
険
制
度
開
始
を
機

に
状
況
は
激
変
。
現
在
は
地
域
の
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
な
り
、

高
齢
者
や
障
害
者
を
対
象
と
し
た
制

度
サ
ー
ビ
ス
の
み
で
な
く
、
制
度
に
の

ら
な
い
細
か
い
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い

　
る
。
今
後
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
本
来
の
独
自
性

　
横
浜
市
は
、
1
9
7
0
年
代
か
ら
の
急
激
な
人
口
増
加
の
中
で
、

と
く
に
郊
外
の
住
宅
地
は
、
子
育
て
、
介
護
な
ど
の
身
近
な
施
設
・

サ
ー
ビ
ス
が
少
な
く
、
転
入
し
た
市
民
は
、
自
ら
地
域
の
生
活
の
イ
ン

フ
ラ
を
整
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
夫
の
収
入
が
安
定
し
て
い
た
専

業
主
婦
た
ち
は
、
お
互
い
に
仲
間
を
つ
く
り
、
勉
強
し
つ
つ
、
地
域
社
会

づ
く
り
を
始
め
た
。
暮
ら
し
や
す
さ
を
自
ら
つ
く
り
だ
す
「
暮
ら
し
満
足

家
族
型
」
で
あ
る
。
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解説

迎
え
る
高
齢
化
社
会
は
、
と
て

つ
も
な
く
大
規
模
で
、
と
て

う
し
た
学
習
会
は
や
が
て

「
住
み
や
す
い
地
域
は
自
分
た
ち

60代・女性

を
も
ち
つ
つ
、
ど
う
次
の
世
代
に
引

き
継
い
で
い
く
か
が
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

　
Ｈ
さ
ん
た
ち
の
活
動
は
、
1
9
8
0
年
代
か
ら
市
内
各
地
域
で
芽

生
え
た
市
民
に
よ
る
地
域
福
祉
活
動
の
典
型
例
だ
。
市
社
会
福
祉

協
議
会
に
よ
れ
ば
、
介
護
保
険
制
度
開
始
の
2
0
0
0
年
秋
時
点

で
、
既
に
６
３
０
余
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
及
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
存
在
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
福
祉
分
野
に
限
ら
ず
市
民
活
動
は
す
べ

て
の
領
域
で
活
発
に
展
開
さ
れ
、
市
内
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
登
録
数
で
み

る
と
、
2
0
0
3
年
に
４
５
５
団
体
で
あ
っ
た
団
体
数
は
2
0
1
1
年

に
は
１
、
３
４
７
団
体
へ
と
急
増
し
た
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
領
域
は
、
「
福

祉
・
保
健
・
医
療
」
分
野
が
最
も
多
く
、
半
分
を
超
え
て
い
る
。

　
横
浜
市
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
活
動
の
多
く
は
、
Ｈ
さ
ん
の
よ
う
な

主
婦
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
地
域
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
べ
く
市

民
事
業
を
立
ち
上
げ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
や
介
護
保
険
法
の
導
入
に
よ
り

本
格
的
な
事
業
を
展
開
し
た
も
の
が
多
い
。

活
動
の
ニ
ー
ズ
と
担
い
手
の
問
題

市
民
活
動
団
体
の
推
移

　
地
域
に
お
い
て
「
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
」
と
「
や
っ
て
も
よ
い
サ
ー
ビ
ス
」

に
大
き
な
開
き
が
あ
る
の
は
、
「
介
護
や
看
病
」
で
あ
る
。
「
買
い
物
の

手
伝
い
・
配
達
」
「
高
齢
者
の
話
し
相
手
」
な
ど
の
割
合
は
「
や
っ
て
も

よ
い
」
が
２
割
を
超
え
る
が
「
介
護
や
看
病
」
は
２
・
５
％
と
低
い
。
専

門
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
が
、

担
い
手
不
足
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。



変
わ
る
家
族
と
働
き
方
、
暮
ら
し
方

053

Ｈさんの暮らしやすさの方向性

　地域福祉の活動を担うＮＰＯにとって、

その独自性は制度化されたサービスの

提供のみでなく、地域の多様なニーズを

柔軟に受け止め臨機応変に対応できる

ことである。しかし、制度化されたサービ

スからはみ出した部分についての資金

の確保は容易ではない。ほとんどが市場

サービスとして利益を生み出せない分

野の仕事であるからだ。

　よこはま夢ファンドは、市民の寄付を

募る制度であり、平成24年12月末時点

において、累積の寄付総額は個人を中

心に１億２千万円を超え、延ベフ33件の

寄附がなされており、延べ216法人に助

成金が交付されている。また、地域のボ

ランタリーなサービスにおける金銭の授

受においては、｢交通費や材料費などの

実費程度を受け取るのがよい｣が半数を

超え(平成24年度市民意識調査)、｢受け

取らない方がよい｣は12%と少ない。市

場ベースとも公的資金とも異なる、こう

した市民相互の信頼や期待を核とした資

金還流の仕組みが発展することが望まし

いと思われる。

ＮＰＯ法人数の推移 よこはま夢ファンドとは

地域で必要となるサービス・やってもよいと思うこと

ＮＰＯの独自性を確保するための資金還流の仕組み

DATA
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