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特集

先月号に続き、昨年11月17日、18日に行われた第16回福祉村サミットについて、2日目の記念講演とシンポ
ジウムⅡについてご紹介をさせていただきます。

講師◉千 宗屋（せん・そうおく）氏（武者小路千家15代家元後嗣）

さ
れ
ま
し
た
。

　
茶
の
湯
は
、も
と
も
と
は
公
家
の
間
で
嗜
ま

れ
て
い
た
文
化
的
要
素
の
強
い
も
の
で
し
た

が
、戦
国
時
代
茶
の
湯
を
嗜
む
大
名
も
出
て

広
が
り
を
見
せ
、当
時
貴
重
で
あ
っ
た
茶
器
や

掛
け
軸
を
領
土
の
代
わ
り
に
褒
賞
と
し
て
与

え
る
大
名
が
い
る
ほ
ど
、盛
ん
に
な
り
ま
し

た
。そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、三
千
家

の
祖
先
で
あ
る
千
利
休
は
、国
際
都
市
で
あ
っ

た
和
泉
国
堺
の
商
家
に
生
ま
れ
、若
年
よ
り

茶
の
湯
を
嗜
ん
で
お
り
、ま
た
、当
時
堺
を
実

質
支
配
下
に
置
い
た
織
田
信
長
も
茶
の
湯
を

嗜
む
大
名
の一人
で
あ
っ
た
た
め
、千
利
休
も

信
長
に
仕
え
る
身
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。た

だ
、信
長
に
仕
え
て
い
た
当
時
の
千
利
休
の
位

は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
く
、そ
の
た
め
信
長
の
家

臣
の
中
で
も
新
参
者
で
あ
っ
た
豊
臣
秀
吉（
羽

柴
秀
吉
）と
昵
懇
の
仲
に
な
っ
た
の
で
は
、と
の

こ
と
で
し
た
。

　
そ
の
後
、信
長
が
本
能
寺
で
明
智
光
秀
の

謀
反
に
よ
り
倒
れ
、秀
吉
が
天
下
を
治
め
て
い

く
時
代
の
中
で
、千
利
休
の
立
場
も
変
化
し

た
の
で
は
、と
の
こ
と
で
す
。

　
秀
吉
も
茶
の
湯
を
好
ん
で
嗜
ん
で
お
り
、

　
二
日
目
の
記
念
講
演
で
は
、武
者
小
路
千

家
十
五
代
家
元
後
嗣
で
あ
る
千
宗
屋
氏
に
よ

る「
茶
の
湯
〜
も
て
な
し
の
心
と
カ
タ
チ
」と

題
し
て
の
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。さ
わ
ら
び

グ
ル
ー
プ
統
括
本
部
長
山
本
左
近
は
、武
者

小
路
千
家
十
五
代
家
元
後
嗣
で
あ
る
千
宗

屋
氏
の
弟
子
で
あ
り
、今
回
講
演
の
運
び
と

な
り
ま
し
た
。

　
講
演
の
中
で
、千
利
休
の
流
れ
を
く
む
表

千
家
、裏
千
家
、武
者
小
路
千
家
は
、何
か
と

世
間
一般
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
喧
嘩
別
れ
を
し
た

よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、実
は
千
利
休
の

心
を
絶
や
さ
な
い
た
め
三
千
家
に
分
か
れ
た

こ
と
や
、京
都
の
人
々
の
地
理
の
表
し
方
か
ら

く
る
表
千
家
と
裏
千
家
、武
者
小
路
通
り
に

面
し
て
い
る
武
者
小
路
千
家
は
、所
在
地
名

か
ら
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
こ
と
を
説
明

「茶の湯～もてなしの心とカタチ」
記念講演Ⅱ

ご略歴 1975年、京都市生まれ
 慶応義塾大学大学院修士課程修了
 武家小路千家15代家元後嗣、慶応義塾大学総合政策学部特任准教授、
 明治学院大学非常勤講師（日本美術史）

こ
う  

し

た
し
な

ほ
う
し
ょ
う

じ
っ  

こ
ん

む
　
ほ
ん
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ま
た
、伝
統
的
な
教
え
を
し
っ
か
り
と

継
承
し
つつ
、時
代
の
変
化
と
と
も
に
新
た

な
取
り
組
み
も
必
要
に
な
り
ま
す
。今
回

の
福
祉
村
サ
ミッ
ト
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
て

い
る
、「
二
〇
三
五
年
に
向
け
て
、福
祉
の
未

来
を
考
え
る
」は
、ま
さ
に
大
規
模
社
会

福
祉
法
人
と
し
て
、伝
統
を
継
承
し
つつ

新
た
な
取
り
組
み
、考
え
方
が
必
要
と
な

る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

（
渡
邊
憲
）

北
野
大
茶
湯
を
催
し
た
際
千
利
休
が
主

管
し
た
と
言
わ
れ
る
ま
で
重
宝
を
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、秀
吉
と
の
関
係
が
徐
々

に
悪
化
し
て
い
く
中
で
、最
後
は
切
腹
を

命
じ
ら
れ
、千
利
休
の
生
涯
は
幕
を
閉
じ

ま
し
た
。

　
千
利
休
と
言
え
ば
、「
侘
び
茶
」を
連
想

し
ま
す
が
、侘
び
茶
と
は
、も
て
な
す
側
の

立
場
と
し
て
出
来
う
る
最
大
限
の
も
て
な

し
を
相
手
に
行
う
こ
と
、そ
し
て
こ
れ
以

上
の
も
て
な
し
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
お
詫

び
を
し
ま
す
、と
い
う
意
味
合
い
に
な
る
そ

う
で
す
。

　
最
後
に
千
宗
屋
氏
よ
り
、茶
の
湯
の
心

構
え
で
あ
る
利
休
七
カ
条
の
解
説
が
あ
り

ま
し
た
。

　
福
祉
の
分
野
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、お
も

て
な
し
の
心
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。入

居
者
様
、ご
利
用
者
様
に
対
し
て
、我
々
が

で
き
る
最
大
限
の
お
も
て
な
し
を
行
う
こ

と
、そ
の
中
で
利
休
七
カ
条
は
客
人
と
し

て
の
入
居
者
様
、ご
利
用
者
様
を
お
迎
え

す
る
に
当
た
り
し
っ
か
り
と
認
識
す
べ
き

教
え
だ
と
思
い
ま
し
た
。

｛
花
は
野
の
花
の
よ
う
に
｝

　
茶
室
の
床
の
間
に
生
け
る
花
は
、野
に
咲
く

花
の
よ
う
に
、自
然
に
演
出
す
る
べ
き
で
あ
る
。

｛
炭
は
湯
の
沸
く
よ
う
に
｝

　
炭
を
炊
く
の
は
、茶
を
点
て
る
直
前
に
沸
く

よ
う
に
置
く
の
が
良
い
。最
高
の
状
態
で
嗜
め
る

状
況
を
演
出
す
る
べ
き
で
あ
る
。

｛
夏
は
涼
し
く
｝

　
茶
室
の
中
は
、夏
は
涼
し
く
し
て
客
人
を
迎

え
る
べ
き
で
あ
る
。

｛
冬
は
暖
か
く
｝

　
茶
室
の
中
は
、冬
は
暖
か
く
し
て
客
人
を
迎

え
る
べ
き
で
あ
る
。

｛
刻
限
は
は
や
め
に
｝

　
準
備
は
早
め
早
め
に
行
い
、客
人
を
無
用
に

待
た
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。

｛
降
ら
ず
と
も
雨
用
意
｝

　
雨
が
降
っ
て
い
な
く
て
も
、準
備
だ
け
は
し

て
お
く
べ
き
で
あ
る
。雨
だ
け
に
限
ら
ず
、様
々

な
事
柄
に
対
し
て
予
測
を
行
い
、予
め
準
備
す

る
べ
き
で
あ
る
。

｛
客
人
に
心
を
つ
け
よ
｝

　
招
く
客
人
に
も
注
意
を
払
い
、そ
の
場
の
雰

囲
気
に
合
っ
た
客
人
を
迎
え
る
べ
き
で
あ
る
。

利
休
七
ヶ
条

一

　花は
野
の
花
の
よ
う
に

二

　炭は
湯
の
沸
く
よ
う
に

三

　夏は
涼
し
く

四

　冬は
暖
か
く

五

　刻
限
は
は
や
め
に

六

　降ら
ず
と
も
雨
用
意

七

　客
人
に
心
を
つ
け
よ

武
者
小
路
千
家

　官
休
庵

千

　利
休 

１
５
２
２―

１
５
９
１

1世

千

　少
庵 

１
５
４
６―

１
６
１
４

2世

千

　宗
旦 

１
５
７
８―

１
６
５
８

3世

武者小路千家

官休庵

表千家

不審菴

裏千家

今日庵

一翁宗守
（似休斎）
1605―1676

文叔
（許由斎）
1658―1708

不徹斎
1945―

隨縁斎
1975―

而妙斎
1938―

猶有斎
1970―

江岑宗左
（逢源斎）
1613―1672

良休
（随流斎）
1650―1691

仙叟宗室
（臘月庵）
1622―1697

常叟
（不休斎）
1673―1704

碩叟
（無限斎）
1893―1964

汎叟
（鵬雲斎）
1923―

坐忘斎
1956―

閑翁宗拙　？―1652

4世 5世 14世 15世

4世 5世 14世 15世

4世 5世 14世 15世 16世

当代 後嗣

当代 後嗣

当代

き
た
の
だ
い
さ
の
え

わ
　
　  

ち
ゃ
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「2035年に向けて、福祉の未来を考える
～福祉村サミットからの提言まとめ～」

第16回
全国福祉村サミット 2016 豊橋宣言

　
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
か
ら
の
提
言
に
対
し
、フ
ロ

ア
ー
か
ら
も
活
発
に
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

●
地
域
の
中
で
支
援
力
を
ど
う
維
持・向
上

し
て
い
く
か
が
ポ
イ
ン
ト
。（
神
戸
聖
隷
福

祉
事
業
団
理
事
長・水
野
氏
）

●
人
材
確
保
に
つ
い
て
、3K

イ
メ
ー
ジ
を
打

破
し
、地
域
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
次
世

代
に
よ
り
良
い
動
機
付
け
を
。（
野
の
花

会
理
事
長・吉
井
氏
）

●
介
護
分
野
の
社
会
的
評
価
、イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
が
大
事
。（
旭
川
荘
副
理
事
長・仁

木
氏
）

●
具
体
的
に
排
尿
ロ
ボ
ッ
ト
を
活
用
す
る
な

ど
、研
究
の
評
価
を
実
施
し
て
い
る
。（
芳

香
会
理
事
長・宇
留
野
氏
）

●
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
は
重
要
で
、職
員
に

寄
り
添
っ
た
支
援
が
大
切
。（
医
療
法
人

さ
わ
ら
び
会
医
師・谷
氏
）

　
白
熱
し
た
議
論
を
経
て
、「
全
国
福
祉
村

サ
ミッ
ト
二
〇一六
豊
橋
宣
言
」を
取
り
ま
と

め
、厚
生
労
働
省
、愛
知
県
、豊
橋
市
や
全

国・各
県
社
会
福
祉
協
議
会
や
全
国
老
人

福
祉
協
議
会
な
ど
関
係
団
体
等
に
発
信
し

ま
し
た
。 

（
高
橋
）

い
き
た
い
。」と
い
う
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、各
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
か
ら
も

沢
山
の
貴
重
な
提
言
が
あ
り
ま
し
た
。

●
主
体
的
に
子
育
て
支
援
や
高
齢
者
、障
害

者
の
抱
え
る
課
題
を
複
合
的
に
ど
う
推
し

進
め
る
べ
き
か
。（
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト・小
幡
氏
）

●
現
場
ニ
ー
ズ
の
情
報
を
持
つ
福
祉
法
人
と

し
て
、技
術
系
大
学
と
共
同
で
新
し
いIT

時
代
を
開
い
て
い
く
こ
と
が
大
事
。（
シ
ン

ポ
ジ
ス
ト・竹
之
内
氏
）

●
大
規
模・中
規
模
法
人
そ
れ
ぞ
れ
の
利
点

を
生
か
し
な
が
ら
、IT

化
に
つ
い
て
も
検

診
ソ
フ
ト
な
ど
、よ
り
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
進
め
て
い
く
べ
き
。（
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト・

廣
江
氏
）

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ
で
は
ま
ず
最
初
に

村
川
座
長
か
ら
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅰ
の

総
括
と
し
て
、地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
定
着
に
向
け
て
大
規
模
法
人
の

役
割
や
、五
つ
の
経
営
戦
略
ポ
イ
ン
ト

につい
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

①
地
域
基
盤
の
整
備

②
財
務
基
盤・資
金
力
の
確
保

③
事
業
戦
略
〜
中・長
期
計
画
の
策

定
〜

④
施
設
資
源
の
多
機
能
化

⑤
人
材
確
保
の
戦
略
と
具
体
的
展
開

　
続
い
て
、さ
わ
ら
び
会
統
括
本
部

長・山
本
左
近
氏
か
ら
、「
大
規
模
法

人
と
し
て
二
〇
三
五
年
に
向
け
て
考

え
る
こ
と
、で
き
る
こ
と
、や
り
た
い
こ

と
を
、イ
ノベー
ション
環
境
、ICT

の
活

用
な
ど
五
つの
観
点
を
柱
に
議
論
し
て

シンポジウムⅡ

座長 大阪河﨑リハビリテーション大学教授　
 元厚生省老人福祉計画課専門官 村川　浩一氏
シンポジスト 社会福祉法人こうほうえん　副理事長 廣江　　晃氏
 社会福祉法人長岡福祉協会　経営企画部長 竹之内隆明氏
 社会福祉法人旭川荘　企画広報室長 小幡　篤志氏
 社会福祉法人さわらび会　統括本部長 山本　左近氏

　団塊の世代が85歳以上且つ「団塊ジュニア」世代が高齢者に近づく2035年において、日本に住むすべての人が安

心して幸せな生活を送れる社会を実現するために、全国福祉村サミットは、高齢者/障害児者/児童等の事業を複合

的に実施する大規模社会福祉法人の集まりとして、2016年に豊橋市で開催されたサミット会議での議論を踏まえ、

2035年福祉の未来を見据えて私たちの決意と取り組みをここに宣言します。

1 福祉テクノロジー・イノベーション・プラットフォーム （WTIP＊）の創設
　次世代の福祉分野における革新的な科学技術開発のための連携体制（福祉テクノロジー・イノベーション・プ

ラットフォーム、WTIP）を創設し、IoTやAI、ロボティクスといった科学技術の進化を加速させ、サービスの質の向

上や職員の業務の効率化、身体的負担の軽減を推進する。具体的には、現場における業務遂行上のニーズを的

確に把握し、課題解決にむけてロボティクス企業やAI企業とのマッチングを進めるなかで、全国福祉村サミットに

参加する法人同士で課題共有、情報共有を進めることによって、効果的且つ効率的に課題解決を図っていく。
（＊Welfare Technology Innovation Platformの略）

2 複合的な共生型サービスの提供
　地域包括ケアにおける地域共生の概念を実現するべく、高齢者・障害者・児童など幅広い人々に対するサービ

スを複合的に提供する。その一つの手段として、1施設1サービスという概念ではなく、高齢者デイサービスと学童

保育などの子育て支援を同じ場所で複合的に提供する「共生型サービス」にも積極的に取り組み、全国福祉村

サミット参加法人で事例を共有する。いわば「大規模多機能」「中規模多機能」サービスとして、ワンストップサービ

スを実現するべく行政機関とも連携しながら、地域と一緒になって全人的地域包括ケアの実現ヘ向かう。

3 全世代の健康支援と認知症ケアへの取り組み
　自助、互助がこれまで以上に強調され、医療･介護保険の見直しが度々議論される中では、高齢者や障害児者が

できる限り長く健康で幸せな生活を送れるようにすることが重要となってくる。このため、健康づくりやスポーツ活動、地

域で暮らす方 の々食生活の向上などに多角的に取り組むとともに、高齢障害者のケア体制の構築にも努める。

また今後爆発的に増えると考えられる認知症に対しても、予防とケアについて全国福祉村サミット参加法人で連

携して取り組み、情報を共有する。

4 福祉人材の確保に向けた取り組み
　労働力人口の減少に伴う福祉人材の不足が見込まれている中では、国による処遇改善の取り組みだけではな

く、事業者においても、職場環境の改善や業務の効率化、ロボティクスなど科学技術の活用による負担の軽減な

どに取り組み、いわゆる「３K」職場のイメージを解消していくことが不可欠である。全国福祉村サミット参加法人は

相互に連携し、1 のテクノロジーに関する取り組みと併せ、これらを積極的に推進する。
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「2035年に向けて、福祉の未来を考える
～福祉村サミットからの提言まとめ～」

第16回
全国福祉村サミット 2016 豊橋宣言

　
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
か
ら
の
提
言
に
対
し
、フ
ロ

ア
ー
か
ら
も
活
発
に
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

●
地
域
の
中
で
支
援
力
を
ど
う
維
持・向
上

し
て
い
く
か
が
ポ
イ
ン
ト
。（
神
戸
聖
隷
福

祉
事
業
団
理
事
長・水
野
氏
）

●
人
材
確
保
に
つ
い
て
、3K

イ
メ
ー
ジ
を
打

破
し
、地
域
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
次
世

代
に
よ
り
良
い
動
機
付
け
を
。（
野
の
花

会
理
事
長・吉
井
氏
）

●
介
護
分
野
の
社
会
的
評
価
、イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
が
大
事
。（
旭
川
荘
副
理
事
長・仁

木
氏
）

●
具
体
的
に
排
尿
ロ
ボ
ッ
ト
を
活
用
す
る
な

ど
、研
究
の
評
価
を
実
施
し
て
い
る
。（
芳

香
会
理
事
長・宇
留
野
氏
）

●
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
は
重
要
で
、職
員
に

寄
り
添
っ
た
支
援
が
大
切
。（
医
療
法
人

さ
わ
ら
び
会
医
師・谷
氏
）

　
白
熱
し
た
議
論
を
経
て
、「
全
国
福
祉
村

サ
ミッ
ト
二
〇一六
豊
橋
宣
言
」を
取
り
ま
と

め
、厚
生
労
働
省
、愛
知
県
、豊
橋
市
や
全

国・各
県
社
会
福
祉
協
議
会
や
全
国
老
人

福
祉
協
議
会
な
ど
関
係
団
体
等
に
発
信
し

ま
し
た
。 

（
高
橋
）

い
き
た
い
。」と
い
う
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、各
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
か
ら
も

沢
山
の
貴
重
な
提
言
が
あ
り
ま
し
た
。

●
主
体
的
に
子
育
て
支
援
や
高
齢
者
、障
害

者
の
抱
え
る
課
題
を
複
合
的
に
ど
う
推
し

進
め
る
べ
き
か
。（
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト・小
幡
氏
）

●
現
場
ニ
ー
ズ
の
情
報
を
持
つ
福
祉
法
人
と

し
て
、技
術
系
大
学
と
共
同
で
新
し
いIT

時
代
を
開
い
て
い
く
こ
と
が
大
事
。（
シ
ン

ポ
ジ
ス
ト・竹
之
内
氏
）

●
大
規
模・中
規
模
法
人
そ
れ
ぞ
れ
の
利
点

を
生
か
し
な
が
ら
、IT

化
に
つ
い
て
も
検

診
ソ
フ
ト
な
ど
、よ
り
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
進
め
て
い
く
べ
き
。（
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト・

廣
江
氏
）

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ
で
は
ま
ず
最
初
に

村
川
座
長
か
ら
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅰ
の

総
括
と
し
て
、地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
定
着
に
向
け
て
大
規
模
法
人
の

役
割
や
、五
つ
の
経
営
戦
略
ポ
イ
ン
ト

につい
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

①
地
域
基
盤
の
整
備

②
財
務
基
盤・資
金
力
の
確
保

③
事
業
戦
略
〜
中・長
期
計
画
の
策

定
〜

④
施
設
資
源
の
多
機
能
化

⑤
人
材
確
保
の
戦
略
と
具
体
的
展
開

　
続
い
て
、さ
わ
ら
び
会
統
括
本
部

長・山
本
左
近
氏
か
ら
、「
大
規
模
法

人
と
し
て
二
〇
三
五
年
に
向
け
て
考

え
る
こ
と
、で
き
る
こ
と
、や
り
た
い
こ

と
を
、イ
ノベー
ション
環
境
、ICT

の
活

用
な
ど
五
つの
観
点
を
柱
に
議
論
し
て

シンポジウムⅡ

座長 大阪河﨑リハビリテーション大学教授　
 元厚生省老人福祉計画課専門官 村川　浩一氏
シンポジスト 社会福祉法人こうほうえん　副理事長 廣江　　晃氏
 社会福祉法人長岡福祉協会　経営企画部長 竹之内隆明氏
 社会福祉法人旭川荘　企画広報室長 小幡　篤志氏
 社会福祉法人さわらび会　統括本部長 山本　左近氏

　団塊の世代が85歳以上且つ「団塊ジュニア」世代が高齢者に近づく2035年において、日本に住むすべての人が安

心して幸せな生活を送れる社会を実現するために、全国福祉村サミットは、高齢者/障害児者/児童等の事業を複合

的に実施する大規模社会福祉法人の集まりとして、2016年に豊橋市で開催されたサミット会議での議論を踏まえ、

2035年福祉の未来を見据えて私たちの決意と取り組みをここに宣言します。

1 福祉テクノロジー・イノベーション・プラットフォーム （WTIP＊）の創設
　次世代の福祉分野における革新的な科学技術開発のための連携体制（福祉テクノロジー・イノベーション・プ

ラットフォーム、WTIP）を創設し、IoTやAI、ロボティクスといった科学技術の進化を加速させ、サービスの質の向

上や職員の業務の効率化、身体的負担の軽減を推進する。具体的には、現場における業務遂行上のニーズを的

確に把握し、課題解決にむけてロボティクス企業やAI企業とのマッチングを進めるなかで、全国福祉村サミットに

参加する法人同士で課題共有、情報共有を進めることによって、効果的且つ効率的に課題解決を図っていく。
（＊Welfare Technology Innovation Platformの略）

2 複合的な共生型サービスの提供
　地域包括ケアにおける地域共生の概念を実現するべく、高齢者・障害者・児童など幅広い人 に々対するサービ

スを複合的に提供する。その一つの手段として、1施設1サービスという概念ではなく、高齢者デイサービスと学童

保育などの子育て支援を同じ場所で複合的に提供する「共生型サービス」にも積極的に取り組み、全国福祉村

サミット参加法人で事例を共有する。いわば「大規模多機能」「中規模多機能」サービスとして、ワンストップサービ

スを実現するべく行政機関とも連携しながら、地域と一緒になって全人的地域包括ケアの実現ヘ向かう。

3 全世代の健康支援と認知症ケアへの取り組み
　自助、互助がこれまで以上に強調され、医療･介護保険の見直しが度々議論される中では、高齢者や障害児者が

できる限り長く健康で幸せな生活を送れるようにすることが重要となってくる。このため、健康づくりやスポーツ活動、地

域で暮らす方 の々食生活の向上などに多角的に取り組むとともに、高齢障害者のケア体制の構築にも努める。

また今後爆発的に増えると考えられる認知症に対しても、予防とケアについて全国福祉村サミット参加法人で連

携して取り組み、情報を共有する。

4 福祉人材の確保に向けた取り組み
　労働力人口の減少に伴う福祉人材の不足が見込まれている中では、国による処遇改善の取り組みだけではな

く、事業者においても、職場環境の改善や業務の効率化、ロボティクスなど科学技術の活用による負担の軽減な

どに取り組み、いわゆる「３K」職場のイメージを解消していくことが不可欠である。全国福祉村サミット参加法人は

相互に連携し、1 のテクノロジーに関する取り組みと併せ、これらを積極的に推進する。
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