


友愛活動は､ クラブや地域の特性､ 対象者の状況によって様々なすすめ方が考えられますが､

ここでは基本的なすすめ方を示しています｡ 順にステップを踏みながら､ 少しずつ無理なく取り

組んでいきましょう

これから取り組もうとしているクラブは ステップ１ から､ 友愛活動に既に取り組んでいるク

ラブは､ 現在の取り組み段階に合わせたステップからはじめていきましょう｡

21
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活動に取り組むにあたり､ まずは共通理解を深めることが大切です｡

色々な行事を通じて会員同士で話し合ってみましょう｡

������

� ��������������������������

� ��������������������������

� �����������������������������������

(シート記入例)

１ あなたが現在取り組んでいることについて ｢４つの柱｣ に分けて記入してみましょう｡

２ 現状の取り組みの中で困っていることについて記入しましょう｡

３ お互いに､ 自分の書いた内容を発表し､ クラブ内での状況を確認しましょう｡

� �������� � ��������

安否確認

・�����������������
�����

・����������������
��������������

軽易な生活援助

・�������������������
����������������

� ������� � ������

外出のきっかけをつくり閉じこもりを防止

・����������������
��������

情報をきっかけとした人と人とのつながりづくり

・������������������
������������

・�����������������
����������������

・�������������������������������������
���������

・���������������������������

����� �����������������������
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(ステップ１ 記入シート)

１ あなたが現在取り組んでいることについて ｢４つの柱｣ に分けて記入してみましょう｡

２ 現状の取り組みの中で困っていることについて記入しましょう｡

３ お互いに､ 自分の書いた内容を発表し､ クラブ内での状況を確認しましょう｡

� �������� � ��������

安否確認 軽易な生活援助

� ������� � ������

外出のきっかけをつくり閉じこもりを防止 情報をきっかけとした人と人とのつながりづくり

※ コピーをしてお使い下さい｡
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クラブ内の ｢友愛活動｣ への取り組み状況を確認したら､ まずは ｢声かけ｣､ ｢お誘い｣ など､

会員一人ひとりが ｢日常でできること｣ から取り組んでみましょう｡

������

� ����� ���������������������������������

������������������

� �������������������������������������

����������������������������������������

(シート記入例)

１ ステップ１ で確認したクラブ内での取り組みを参考に､ あなたがこれから ｢日常でできること｣

について記入してみましょう｡

☆私が取り組む ｢友愛活動｣

２ お互いに､ 自分の書いた内容を発表し､ ｢会員個々による取り組み｣ を把握しましょう｡

☆みなさんが取り組む ｢友愛活動｣

３ みなさんの発表を聞いて､ あなたが ｢一緒にできる (したい)｣ と思った活動は何ですか｡

����� ������������������

・ ��������������������������

・ �����������������������

�������������������������������

����������������������������������������

���������



25

(ステップ２ 記入シート)

１ ステップ１ で確認したクラブ内での取り組みを参考に､ あなたがこれから ｢日常で
できること｣ について記入してみましょう｡
☆私が取り組む ｢友愛活動｣

２ お互いに､ 自分の書いた内容を発表し､ ｢会員個々による取り組み｣ を把握しましょう｡
☆みなさんが取り組む ｢友愛活動｣

３ みなさんの発表を聞いて､ あなたが ｢一緒にできる (したい)｣ と思った活動は何ですか｡

※ コピーをしてお使い下さい｡
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友愛活動を効果的にすすめていくためには､ 組織として計画的にすすめる必要があります｡

ステップ２ で確認した､ ｢個々で取り組む友愛活動｣ について､ クラブ全体で､ もしくはクラ

ブの中でチームをつくって取り組んでいけるか､ 会員同士で考えてみましょう｡

������

� �������������������������������������

� ����������������������������������

� ������������������������������

� ����������������������������������������

������������������������

������������������������������

� ���������������������������������������

��������������

(シート記入例)

活 動 の 名 称 �������

活 動 の 目 的
( 取り組み方針 )

��������������������������
�����������������

活 動 の 対 象 者 �������� ��������������

チ ー ム メ ン バ ー
と 役 割 ・ 当 番

������������ ����� ��

������������ ����� ��

活 動 日 時 ・ 場 所 日時 ����� �������� 場所 �������

活動に必要な費用
費用
�������� ���������

�� ��������������

財源
��������������
������� ������

活 動 の 内 容
実 施 方 法

���������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������
����

����������������������
����������������������������
����
������� ��������������

���������� ��������������

���� ������ ��������������
����

�����

��������������������������������������
��������������������������������

������� �����������������
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(ステップ３－① 記入シート)

活 動 の 名 称

活 動 の 目 的
(取り組み方針)

活 動 の 対 象 者

チームメンバー
と 役 割 ・ 当 番

活動日時・場所
日時 場所

活動に必要な費用

費用 財源

活 動 の 内 容
実 施 方 法

※ コピーをしてお使い下さい｡
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現在､ ｢クラブ (友愛チーム等) で｣ 取り組んでいる場合は､ 地域の高齢者の困りごとに対応

できる活動となっているかどうか､ 改めて確認してみましょう｡ そして､ 他の組織・団体の活動

も把握し､ 一緒に取り組める活動等があるかどうか､ 話し合ってみましょう｡

������

� �������������������������

� ���������������������������������������

����������������������������

� ���������������������������������������

���������������

� ���������������������������������������

��������������������������

(シート記入例)

上記のことから ｢老人クラブとして新たに取り組める活動｣ や､ ｢他の団体等と協力し合える

活動｣､ ｢協力して行った方が良い活動｣ はありませんか？

｢老人クラブとして新たに取り組める活動｣ があれば､ ステップ３-① のシートを使って考えてみま

しょう｡

地域の高齢者の
困りごと

現在､ 地域で
取り組まれている活動

活動に取り組んで
いる団体・人

困りごとに対応した
活動になっているか

���������

������

������ ������� ���������

����������

���������

���������

������

���� ���� ��������

���������

����������

���

����������

�

��

����

���������

����������

������� ����������������������������

��������������������������������������������

������������������������������������������
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(ステップ３－② 記入シート)

上記のことから ｢老人クラブとして新たに取り組める活動｣ や､ ｢他の団体等と
協力し合える活動｣､ ｢協力して行った方が良い活動｣ はありませんか？

｢老人クラブとして新たに取り組める活動｣ があれば､ ステップ３-①のシートを使っ
て考えてみましょう｡

地域の高齢者の
困りごと

現在､ 地域で
取り組まれている活動

活動に取り組んで
いる団体・人

困りごとに対応した
活動になっているか

※ コピーをしてお使い下さい｡



30

友愛活動の取り組みができるようになったクラブは､ 今後も継続した取り組みになるよう､ 記

録をつけたり今後の活動展開について話し合いを行うなど､ 体制を整えましょう｡

� ������

クラブ内やチーム内で活動を記録する共通の様式を作成してみましょう｡

相手の様子や気づいたことなどを記録することは､ 専門機関に相談する際にも大変役立ちます｡

なお､ 記録する際には､ 以下の点に注意し､ チェックシートで確認しておきましょう｡

� �������������������

自分が本人から直接聞いた話や､ 実際の行動､ 自分が感じた状況のみを記録します｡

他の人から聞いた ｢うわさ｣ や､ 憶測等を記入してはいけません｡

� ����������

老人クラブ内で地域の高齢者の抱える課題等を共有する際の参考にします｡

ただし､ ｢記録票｣ そのものを資料として使ってはいけません (訪問先の氏名等､ 個人

が特定できる状態で使用してはいけません)｡

また､ 紛失等の恐れがあるため､ ｢記録票｣ は持ち歩いてはいけません｡

なお､ たとえ家の中であっても､ ｢記録票｣ は､ 家族や近隣の人が訪ねてきた時に目に

触れる場所に置いておくことのないようにしましょう｡

プライバシーの保護に配慮して､ 他の人の目に触れないように､ きちんと保管をしましょ

う｡

また､ ｢記録票｣ を廃棄する時も､ プライバシーに配慮して､ きちんと処分しましょう｡

� ��������

活動の記録をとりまとめ､ 全体の状況を把握し､ 今後のすすめ方を話し合いましょう｡

また､ 活動状況を市町村老連の役員会や友愛活動推進委員会において､ 積極的に報告・発表す

るなど活動への関心を広めていきましょう｡

だだし､ そうした場合にも､ 不必要に個人が特定されることがないよう､ 資料を匿名化するな

どの配慮をしましょう｡
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(チェックシート)

� ����������������� �

｢うわさ｣ や ｢本人から確認がとれていない内容 (人から聞いた話)｣ 等は書

かないようにする｡

｢友愛活動の改善に役立てるための内容｣ ｢支援に必要な内容｣ のみ書くよう

にする｡

｢記録票｣ は持ち歩かないようにする｡

｢記録票｣ は､ 他の人の目に触れない場所にきちんと保管する｡

老人クラブでの会議の時､ ｢記録票｣ をそのままコピーして資料に使うこと

はしない｡

記録票を廃棄する時は､ プライバシーに配慮してきちんと処分する｡



(記録票 作成例①：訪問活動用)

№

� � �

訪問先 (氏名) ：�� ����

活動期間：��������� � ����������

活動回数： �� �

記録 (活動員名) ：�� ��

月 日 気づき・連絡事項

���� ・����������������������
・�������������������������������������
����

����� ・������������
・�������������������������������������
�����

���� ・������������������������������������
�������������������������

���� ・�������������������������
・������������������������������������
��������

32



№

� � �

訪問先 (氏名) ：

活動期間：

活動回数： 回

記録 (活動員名) ：

33

月 日 気づき・連絡事項

※ コピーをしてお使い下さい｡



(記録票 作成例②：サロン等､ クラブで取り組む活動用)

№

� � �

活 動 名：�������������������

活動実施日：���������

活 動 場 所：�������

参 加 者 名：�����������������

活 動 員 名： �� ���� ����� ����� ���

������� ����� ��

気づいたこと､ 次回への申し送り等

内 容 気づき・連絡事項

������ ・��������������

��������� ・�������������������
�������������

��� ������
・���������������������������������

� ・����������������������������������

��� ・���������������������������������

34

・����������������������������������
������������������������������

・��������������������������������������



№

� � �

活 動 名：

活動実施日：

活 動 場 所：

参 加 者 名：

活 動 員 名：

気づいたこと､ 次回への申し送り等

35

内 容 気づき・連絡事項

※ コピーをしてお使い下さい｡



36

友愛活動の取り組みの中で､ ｢いつもと違うな｣ とちょっとした変化に気づくことや､ 支援が

必要な人や新たな生活・福祉課題を発見することがあります｡

老人クラブだけでは解決ができないことについては､ 地域の相談員や専門職､ 専門の関係機関､

行政のサービスなどに､ 迅速につないでいきましょう｡

������

� ����������������������������������������

�����������������������������������

� ����������������������������������������

��������������

� ��������������������������������

�����������

地域を担当する民生委員等の各種相談員や､ 地域包括支援センター等の相談ができる機関等を

把握してみましょう｡

また､ それぞれの機関で､ どのような内容の相談ができるかも調べておくと良いでしょう｡

� �������������������

普段から､ 様々な相談機関等とつながりをつくっておくことが重要です｡

地域を担当する民生委員等の各種相談員や､ 地域包括支援センター等の相談機関､ 行政の高齢

者福祉担当課や社会福祉協議会等に対し､ 老人クラブで友愛活動に取り組んでいることを伝え､

私たちの活動への理解と協力を依頼しましょう｡

� ��������������������������������

�����

活動をすすめていく中で､ 自分では判断に迷うことや､ 難しい問題にあたった場合には､ すぐ

に老人クラブの ｢友愛活動スーパーバイザー｣ や､ 地域を担当する各種相談員､ 相談機関等に

｢迅速に｣ つなぎましょう｡

また､ 専門機関に相談をつなぐ場合には､ 必ず本人に連絡し､ 了解を得ておくことが重要です｡

(但し､ 生命に関わる状況や､ 財産に関わる事態など､ 緊急の場合で本人の了解を得られない場

合は､ 専門機関への相談を優先します)

� ��������������������

友愛活動を通して把握した課題や友愛活動では解決できない課題等については､ 市町村老連を

通じて積極的に提言・要望活動につなげていきましょう｡
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(作成例)

�������������

相談できる内容 相談員・機関名 連絡先 担当者名

��・�������� ���� ������� �� ��

���������������

��

���������

�����

������� �� ��

������� ����� �������

���������������

��・�����
�����

���������

������� �� ��

���������

������������� �����

������

�������

�������������� ����� ������� �� ��

���������������

����������

�������� ������������

��������������� ��������� ������������

�������� ������� ������������



�������������
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相談できる内容 相談員・機関名 連絡先 担当者名

※ コピーをしてお使い下さい｡


