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はじめに  

 近年
きんねん

、高齢者
こうれいしゃ

の孤独死
こ ど く し

や子
 こ

育て
そだ

に悩
なや

む保
ほ

護
ご

者
しゃ

の孤立
こ り つ

、ひきこもり、虐待
ぎゃくたい

、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

、自殺者
じさつしゃ

の増加
ぞ う か

等
とう

が社会
しゃかい

問題
もんだい

となっており、また災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

など地域
ち い き

での

見守
み ま も

りがこれまで以上
いじょう

に重要
じゅうよう

になってきています。 

 こうした諸課題
しょかだい

を解
かい

決
けつ

するには、住民
じゅうみん

の皆様
みなさま

の助
たす

けあいや支
ささ

えあいと、公的
こうてき

なサ

ービスの充実
じゅうじつ

を両輪
りょうりん

として、地域
ち い き

福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

に取
と

り組
く

むことが大切
たいせつ

です。 

 このような動向
どうこう

を踏
ふ

まえ、この度
たび

、本町
ほんちょう

に住
す

むすべての人々
ひとびと

が、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、安心
あんしん

して自立
じ り つ

した生活
せいかつ

が送
おく

れるよう、地域
ち い き

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するための基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

を示
しめ

すために「大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を策定
さくてい

しました。 

今後
こ ん ご

は、本計画
ほんけいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

である『みんなで築
きず

く やさしさあふれる 絆
きずな

のまち 

大町
おおまち

』の実現
じつげん

に向
む

けて、地域
ち い き

と連携
れんけい

を図
はか

りながら互
たが

いに支
ささ

えあう関係
かんけい

づくりを進
すす

め、

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に対
たい

する切
き

れ目
め

のない体制
たいせい

づくりに取
と

り組
く

んでまいりたいと考
かんが

えています。 

終
お

わりに、計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたり、貴重
きちょう

な御
ご

意見
い け ん

や御
ご

提案
ていあん

をいただきました大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

の皆様
みなさま

をはじめ、アンケート調査
ちょうさ

等
とう

に御
ご

協 力
きょうりょく

をいただきま

した住民
じゅうみん

の皆様
みなさま

に、心
こころ

から感謝申
かんしゃもう

し上
あ

げます。 

 平 成

へいせい

31 年

ねん

3 月

がつ

 

                大 町 町 長

おおまちちょうちょう

  水 川

みずかわ

 一哉

かずや

   

 



 

 



 

 

- 目次
も く じ

 - 
 

第
だい

1章
しょう

 計画
けいかく

策定
さくてい

にあたって 

１ 計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

・目的
もくてき

 ························ ２ 

２ 地域
ち い き

福祉
ふ く し

とは ···························· 3 

３ 計画
けいかく

の位置付
い ち づ

け ··························· 6 

４ 計画
けいかく

の期間
き か ん

 ····························· 6 

５ 計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 ··························· 7 

（１）計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

の開催
かいさい

 ······················ 7 

（２）アンケート調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 ······················ 7 

（３）パブリックコメントの実施
じ っ し

 ···················· 7 

（４）国
くに

・県
けん

との連携
れんけい

 ························· 7 

 

第
だい

２章
しょう

 地域
ち い き

福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く状況
じょうきょう

 

１ 町
ちょう

の現状
げんじょう

 ····························· 9 

（１）人口
じんこう

・世帯数
せたいすう

の状 況
じょうきょう

 ······················ 9 

（２）高齢者
こうれいしゃ

の状 況
じょうきょう

 ························ 10 

（３）子
こ

どもの状 況
じょうきょう

 ························ 14 

（４）障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の状 況
じょうきょう

 ····················· 16 

２ 地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の現状
げんじょう

 ······················· 18 

（１）ボランティア活動
かつどう

の状 況
じょうきょう

 ··················· 18 

（２）民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

の活動
かつどう

状 況
じょうきょう

 ················ 19 

 
 
 



 

 

 

第
だい

３章
しょう

 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と施策
し さ く

目標
もくひょう

 

１ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 ····························· 21 

２ 施策
し さ く

目標
もくひょう

 ···························· 21 

３ 施策
し さ く

の体系
たいけい

 ···························· 23 

 

第４章
だい  しょう

 施策
し さ く

の展開
てんかい

 

施策
し さ く

目標
もくひょう

１ みんなが暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくり·············· 25 

（１）相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 ······················· 25 

（２）情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 ···················· 27 

（３）福祉
ふ く し

サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 ················· 30 

（４）移動
い ど う

と生活
せいかつ

のバリアフリー化
か

 ·················· 32 

施策
し さ く

目標
もくひょう

２ みんなで支
ささ

えあう地域
ち い き

づくり ··············· 34 

（１）地域
ち い き

福祉
ふ く し

に対
たい

する意識
い し き

の高揚
こうよう

 ·················· 34 

（２）地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

・ボランティア活動
かつどう

の活性化
かっせいか

 ············ 37 

（３）社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

強化
きょうか

 ·················· 40 

（４）地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取り組み
と    く

·············· 4２ 

施策
し さ く

目標
もくひょう

３ みんなで守
まも

りあう地域
ち い き

づくり ··············· 44 

（１）災害
さいがい

対策
たいさく

の強化
きょうか

 ························ 44 

（２）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 ························ 47 

（３）安全
あんぜん

・安心
あんしん

な地域
ち い き

づくりの推進
すいしん

 ················· 50 

 

第
だい

５章
しょう

 計画
けいかく

推進
すいしん

のために 

１ 協働
きょうどう

による計画
けいかく

の推進
すいしん

 ······················ 53 



 

 

２ 計画
けいかく

の周知
しゅうち

・普及
ふきゅう

 ························· 53 

３ 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

 ······················ 53 

４ 計画
けいかく

の点検
てんけん

・見直
み な お

し ························ 55 

 

資料編
しりょうへん

 

１ 策定
さくてい

委員会
いいんかい

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

 ························ 57 

２ 大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 ··············· 59 

３ 策定
さくてい

経緯
け い い

 ····························· 60 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章
だい   しょう

 計画
けいかく

策定
さくてい

にあたって 

  



 

2 

第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

策定
さくてい

にあたって 

１ 計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

・目的
もくてき

 

全国的
ぜんこくてき

に少子
しょうし

高齢化
こうれいか

や、働
はたら

き手
て

となる若者
わかもの

の都市
と し

への流 出
りゅうしゅつ

が進行
しんこう

するなかで、何
なん

らかの手助
て だ す

けや支援
し え ん

を必要
ひつよう

としている人
ひと

たちが増
ふ

えています。価値観
か ち か ん

や生活
せいかつ

様式
ようしき

の多様化
た よ う か

などにより、人
ひと

と

人
ひと

とのつながりが希薄
き は く

になることによって、社会的
しゃかいてき

に孤立
こ り つ

する人
ひと

の増加
ぞ う か

という新
あらた

たな問題
もんだい

も生
しょう

じています。 

そのほか、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がいのある人
ひと

、児童
じ ど う

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

や孤独死
こ ど く し

の問題
もんだい

、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

への

支援
し え ん

など、多様
た よ う

な地域
ち い き

生活
せいかつ

課題
か だ い

が複合化
ふくごうか

・深刻化
しんこくか

しています。また、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

、平成
へいせい

28年
ねん

の

熊本
くまもと

地震
じ し ん

、平成
へいせい

29年
ねん

の九 州
きゅうしゅう

北部
ほ く ぶ

豪雨
ご う う

の発生
はっせい

により、あらためて地域
ち い き

コミュニティの重要性
じゅうようせい

が

再認識
さいにんしき

されており、日頃
ひ ご ろ

からのつながりや災害
さいがい

時
じ

における要支援者
ようしえんしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

が求
もと

めら

れています。 

こうした背景
はいけい

から、国
くに

は平成
へいせい

29年
ねん

6月
がつ

に社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

を改
かい

正
せい

し、地域
ち い き

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

する理念
り ね ん

として、

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする住民
じゅうみん

（世帯
せ た い

）が抱
かか

える多様
た よ う

で複合的
ふくごうてき

な地域
ち い き

生活
せいかつ

課題
か だ い

について、住民
じゅうみん

や福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

（地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

）自
みずか

らが把握
は あ く

し、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による解決
かいけつ

が図
はか

られることを明記
め い き

しま

した。 

また、市町村
しちょうそん

も地域
ち い き

住民
じゅうみん

が地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

へ参加
さ ん か

促進
そくしん

する環境
かんきょう

整備
せ い び

や各福祉
かくふくし

分野
ぶ ん や

を超
こ

えて地域
ち い き

生活
せいかつ

課題
か だ い

について、総合的
そうごうてき

に相談
そうだん

に応
おう

じ、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

する包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

に努
つと

めるこ

とが必要
ひつよう

となります。 

このたびの計画
けいかく

策定
さくてい

は、平成
へいせい

26年
ねん

3月
がつ

に策定
さくてい

した「大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」が平成
へいせい

30年度
ね ん ど

に計画
けいかく

終 了
しゅうりょう

となることから、近年
きんねん

の国
くに

・県
けん

の動向
どうこう

を踏
ふ

まえ計画
けいかく

を見直
み な お

すとともに、「大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の計画
けいかく

状 況
じょうきょう

を評価
ひょうか

し、新
あら

たな「大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、地域
ち い き

福祉
ふ く し

の更
さら

なる推進
すいしん

を目指
め ざ

すことを目的
もくてき

としています。 
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２ 地域
ち い き

福祉
ふ く し

とは 

これからのまちづくりは、子
こ

どもから高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

などすべての住民
じゅうみん

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

の中
なか

で心
こころ

豊
ゆた

かに安心
あんしん

して暮
く

らせるような仕組
し く

み（地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

）を住民
じゅうみん

、地域
ち い き

、行政
ぎょうせい

が手
て

を携
たずさ

えてつくり、それを持続
じ ぞ く

させていくことが求
もと

められています。 

そのためには、さまざまな生活
せいかつ

課題
か だ い

について住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの努力
どりょく

（自助
じ じ ょ

）、住民
じゅうみん

同士
ど う し

の相互
そ う ご

扶助
ふ じ ょ

（共助
きょうじょ

）、公的
こうてき

な制度
せ い ど

（公
こう

助
じょ

）の連携
れんけい

によって解決
かいけつ

していく必要
ひつよう

があります。 

具体的
ぐたいてき

には、地域
ち い き

の人
ひと

と人
ひと

とのつながりを大切
たいせつ

にし、お互
たが

いに助
たす

けたり助
たす

けられたりする関係
かんけい

や仕組
し く

みをつくっていくことで、様々
さまざま

な生活
せいかつ

課題
か だ い

や地域
ち い き

の課題
か だ い

を地域
ち い き

に住
す

んでいる住民
じゅうみん

や地域
ち い き

の多様
た よ う

な主体
しゅたい

が「我
わ

が事
こと

」としてとらえ、課題
か だ い

を「丸
まる

ごと」解決
かいけつ

し、地域
ち い き

全体
ぜんたい

をより良
よ

いものに

していこうとすることが大切
たいせつ

です。 
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自助とは・・・住民一人ひとりが個人の努力で自分の生活を営む個人の活動をいいます。 

共助とは・・・個人や地域組織による支えあい、助け合いの活動をいいます。 

公助とは・・・行政や公的機関が直接的に支援することをいいます。 

 

 

●「社会福祉法の改正」（平成 30 年 4 月施行） 
 

 

 

（ 地域福祉の推進 ） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者

（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域

社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加

する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世

帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護

状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教

育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービ

スを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上

での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援

を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留

意するものとする。 

 

（包括的な支援体制の整備） 

第 106条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援

関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資

する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

（１）地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が

相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住

民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

（２）地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提

供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の

整備に関する事業 

（３）生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他

の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に

資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

２ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な

指針を公表するものとする。 

  

地域福祉の考え方 

 

一部抜粋 
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（ 市町村地域福祉計画 ） 

第 107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

（１）地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取

り組むべき事項 

（２）地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

（３）地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

（４）地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

（５）前条第１項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する 

事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住

民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行う

よう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものと

する。 
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３ 計画
けいかく

の位置付
い ち づ

け 

「大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」は、「大町町
おおまちちょう

総合
そうごう

計画
けいかく

」を上位
じょうい

計画
けいかく

とした計画
けいかく

であり、高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

、

児童
じ ど う

福祉
ふ く し

・子育て
 こそだ

支援
しえん

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

等
など

、他
た

の福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

における行政
ぎょうせい

計画
けいかく

（子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

、高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

、介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

、障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

・障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）との整合性
せいごうせい

・連携
れんけい

を図りながら
はか

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

主体
しゅたい

のまちづくりや幅広
はばひろ

い地域
ち い き

住民
じゅうみん

の参加
さ ん か

を

基本
き ほ ん

として、住民
じゅうみん

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる福祉
ふ く し

向上
こうじょう

を図
はか

ることを目標
もくひょう

とします。 

 

４ 計画
けいかく

の期間
き か ん

 

本計画
ほんけいかく

の計画
けいかく

期間
き か ん

は、2019年度
ね ん ど

から 2023年度
ね ん ど

までの５年間
  ねんかん

とします。 

なお、経済
けいざい

、社会
しゃかい

、地域
ち い き

の状 況
じょうきょう

が大
おお

きく変化
へ ん か

した場合
ば あ い

には、計画
けいかく

期間
き か ん

途中
とちゅう

においても、必要
ひつよう

に応
おう

じて見直
み な お

しを行う
おこな

ものとします。 
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5 計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 

（１）計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

の開催
かいさい

 

「学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

」、「民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

」、「社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

に関
かん

する者
もの

」、「地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

に関
かん

する

者
もの

」などから構成
こうせい

される「大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉計
ふくしけい

画策
かくさく

定員会
ていいんかい

」を開催
かいさい

し、計画
けいかく

の内容
ないよう

の検討
けんとう

を行
おこな

いました。 

 

（２）アンケート調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

大町町
おおまちちょう

に居住
きょじゅう

する方
かた

を対象
たいしょう

に、アンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

し、地域
ち い き

福祉
ふ く し

についてのご意見
  いけん

を

伺い
うかが  

、今後
こ ん ご

の福祉
ふ く し

施策
し さ く

を展開
てんかい

するための基礎
き そ

資料
しりょう

としました。 

 

（３）パブリックコメントの実施
じ っ し

 

大町町
おおまちちょう

では、町政
ちょうせい

に関
かん

する基本的
きほんてき

な事項
じ こ う

を定
さだ

める計画
けいかく

などの案
あん

に対
たい

し、住民
じゅうみん

が意見
い け ん

を提出
ていしゅつ

できるようにすることで協働
きょうどう

によるまちづくりの実現
じつげん

を図
はか

るため、パブリックコメントを実施
じ っ し

します。 

本案
ほんあん

をパブリックコメントの手続
て つ づ

きにより公表
こうひょう

し、平成
へいせい

31年
ねん

1月
がつ

7日
にち

から平成
へいせい

31年
ねん

1月
がつ

31日
にち

まで意見
い け ん

の募集
ぼしゅう

を実施
じ っ し

しました。 

 

（４）国
くに

・県
けん

との連携
れんけい

 

計画
けいかく

策定
さくてい

にあたっては、国
くに

や県
けん

の示
しめ

す考
かんが

え方
かた

や方向性
ほうこうせい

などと適宜
て き ぎ

、整合性
せいごうせい

を確保
か く ほ

しながら、

策定
さくてい

を行
おこな

いました。 
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第
だい

２章
しょう

 地域
ち い き

福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く状 況
じょうきょう
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第
だい

２章
しょう

 地域
ち い き

福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く状況
じょうきょう

 

１ 町
ちょう

の現状
げんじょう

 

（１）人口
じんこう

・世帯数
せたいすう

の状 況
じょうきょう

 

本町
ほんちょう

の総人口
そうじんこう

は 6,777人
にん

（平成
へいせい

27年
ねん

国勢
こくせい

調査
ちょうさ

）で、近年
きんねん

の推移
す い い

をみると平成
へいせい

７年
ねん

の 8,787

人
にん

から一貫
いっかん

して減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。 

年齢
ねんれい

構成
こうせい

を全国
ぜんこく

・佐賀県
さ が け ん

と比較
ひ か く

すると、本町
ほんちょう

は０歳
さい

～14歳
さい

、15歳
さい

～64歳
さい

の構成
こうせい

比率
ひ り つ

が低
ひく

く、一方
いっぽう

、65歳
さい

以上
いじょう

の高齢化率
こうれいかりつ

は 35.9％となっており国
くに

、県
けん

を上回
うわまわ

る水準
すいじゅん

となっています。 

 

 
資料：国勢調査 

 
資料：国勢調査 

 

1,384 1,178 1,020 866 735 

5,226 4,970 
4,546 4,202 

3,611 

2,177 
2,355 

2,390 
2,301 

2,430 

1 

8,787 8,503 
7,956 

7,369 
6,777 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

年齢構成別の人口の推移

年少人口

（0-14歳）

生産年齢人口

（15-64歳）

老年人口

（65歳以上）

年齢不詳

（人）

10.8 

14.0 

12.6 

53.3 

58.3 

60.7 

35.9 

27.7 

26.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大町町

佐賀県

全国

年齢構成の比較

年少人口

（0-14歳）

生産年齢人口

（15-64歳）

老年人口

（65歳以上）
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世帯数
せたいすう

の動向
どうこう

をみると、平成
へいせい

27年
ねん

では 2,560世帯
せ た い

となっており、平成
へいせい

７年
  ねん

の 2,961世帯
せ た い

から一貫
いっかん

して減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。また、１世帯
せ た い

あたり人員
じんいん

は平成
へいせい

７年
ねん

の 2.97人
にん

から、

平成
へいせい

27年
ねん

では 2.65人
にん

となっており、核家族化
か く か ぞ く か

、高齢者
こうれいしゃ

単身
たんしん

世帯
せ た い

や高齢
こうれい

夫婦
ふ う ふ

世帯
せ た い

の増加
ぞ う か

な

どによる世帯
せ た い

の小規模化
し ょ う き ぼ か

の進行
しんこう

がうかがえます。 

 
 

 
資料：国勢調査 

 

（２）高齢者
こうれいしゃ

の状 況
じょうきょう

 

高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

の推移
す い い

をみると、平成
へいせい

7年
ねん

から年
とし

ごとの増減
ぞうげん

はあるものの増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推移
す い い

し、

平成
へいせい

27年
ねん

には 2,430人
にん

となっています。 

高齢者
こうれいしゃ

に占
し

める後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

（75歳
さい

以上
いじょう

）の割合
わりあい

は平成
へいせい

22年
ねん

まで増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推移
す い い

していま

したが、平成
へいせい

27年
ねん

には減少
げんしょう

しています。 

2,961 2,929 2,828 2,694 2,560 

2.97 2.90 2.80 2.74 2.65 

0.00

2.00

4.00

0

1,000

2,000

3,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

世帯数と一世帯当たりの人員数の推移

世帯数 1世帯当たりの人員

（世帯）
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資料：国勢調査 

 

1,220 1,153 1,019 944 1,123 

957 1,202 1,371 1,357 1,307 

2,177 2,355 2,390 2,301 2,430 

44.0%

51.0%

57.4% 59.0%
53.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

0

2,000

4,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

高齢者人口の推移

前期高齢者

（65～74歳）

後期高齢者

（74歳以上）

後期高齢者の割合

（人）
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本町
ほんちょう

の一般
いっぱん

世帯数
せたいすう

（施設
し せ つ

等
とう

の世帯
せ た い

を除いた
のぞ

世帯数
せたいすう

）は平成
へいせい

17年
ねん

の 2,822世帯
せ た い

から、平成
へいせい

27年
ねん

の 2,547世帯
せ た い

へと減少
げんしょう

し、高齢者
こうれいしゃ

がいる世帯
せ た い

も平成
へいせい

17年
ねん

の 1,535世帯
せ た い

から平成
へいせい

27

年
ねん

の 1,515世帯
せ た い

へと減少
げんしょう

していますが、一般
いっぱん

世帯
せ た い

に対
たい

する高齢者
こうれいしゃ

がいる世帯
せ た い

の割合
わりあい

は平成
へいせい

27年
ねん

では 59.5％と、平成
へいせい

17年
ねん

の 54.4％から増加
ぞ う か

しています。 

世帯
せ た い

構成
こうせい

別
べつ

でみると、平成
へいせい

17年
ねん

から平成
へいせい

27年
ねん

では「高齢者
こうれいしゃ

同居
どうきょ

世帯
せ た い

」が減少
げんしょう

する一方
いっぽう

で、「高齢者
こうれいしゃ

夫婦
ふ う ふ

世帯
せ た い

」が増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。 

 

 
資料：国勢調査 

 

また、高齢者
こうれいしゃ

夫婦
ふ う ふ

世帯
せ た い

の状 況
じょうきょう

を詳
くわ

しくみると、高齢者
こうれいしゃ

夫婦
ふ う ふ

世帯
せ た い

352世帯
せ た い

のうち夫婦
ふ う ふ

と

もに 75歳
さい

以上
いじょう

の世帯
せ た い

が 108世帯
せ た い

となっており、高齢者
こうれいしゃ

夫婦
ふ う ふ

世帯
せ た い

の 30.7％を占
し

めていま

す。 
 

 妻の年齢 

60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 

夫
の
年
齢 

65～69歳 53 60 6 1 - - 

70～74歳 7 33 28 8 2 1 

75～79歳 - 5 29 28 2 1 

80～84歳 - 1 8 23 19 1 

85歳以上 - - 2 6 17 11 

 

※夫婦ともに 75歳以上の世帯 110 世帯 

料：平成 27年国勢調査 

435 437 437 
288 302 352 

812 743 726 

1,287 1,203 1,032 

2,822 2,685 2,547 

54.4% 55.2%

59.5%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成17年 平成22年 平成27年

高齢者がいる世帯の推移

高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯 高齢者同居世帯

高齢者のいない世帯 高齢者のいる世帯の割合

（世帯）



 

13 

さらに、高齢者
こうれいしゃ

単身
たんしん

世帯
せ た い

の状 況
じょうきょう

をみると、高齢者
こうれいしゃ

単身
たんしん

世帯
せ た い

437世帯
せ た い

のうち、75歳
さい

以上
いじょう

の世帯
せ た い

が 235世帯
せ た い

と 53.8％を占
し

めています。また、性別
せいべつ

でみると、女性
じょせい

の高齢者
こうれいしゃ

単身
たんしん

世帯
せ た い

が 310世帯
せ た い

と男性
だんせい

の高齢者
こうれいしゃ

単身
たんしん

世帯
せ た い

の 127世帯
せ た い

を大
おお

きく上回
うわまわ

ります。 

 

 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 計 

高齢者単身世帯 118  84  71  81  83  437  

 
 
男性 57  26  20  12  12  127  

女性 61  58  51  69  71  310  

構成比 46.2%（65～74歳） 53.8%（75歳以上） 100.0% 

資料：平成 27年国勢調査 

 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

における、要介護
ようかいご

（要支援
ようしえん

）認定者
にんていしゃ

（第
だい

１号
ごう

被
ひ

保険者
ほけんしゃ

）については、平成
へいせい

26

年
ねん

の 552人
にん

から年
とし

ごとの増減
ぞうげん

はあるものの平成
へいせい

30年
ねん

には 542人
にん

と若干
じゃっかん

減少
げんしょう

しています。 

 

 

資料：杵藤地区広域市町村圏組合 各年９月末日現在 

 

  

74 74 94 79 79 

66 71 49 52 69 
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76 77 79 
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0
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（３）子ども
 こ

の状況
じょうきょう

 

15歳
さい

未満
み ま ん

の子
こ

どもの推移
す い い

をみると、一貫
いっかん

して減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり、平成
へいせい

30年
ねん

で 695人
にん

とな

っています。 
 

 

 
 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

０～２歳 

0歳 51 38 33 45 31 

1歳 36 55 43 37 45 

2歳 41 34 55 45 36 

計 128 127 131 127 112 

３～５歳 

3歳 49 46 38 54 43 

4歳 46 50 47 40 53 

5歳 39 47 51 43 40 

計 134 143 136 137 136 

６～８歳 

6歳 47 38 48 52 48 

7歳 48 50 40 46 51 

8歳 38 50 50 40 48 

計 133 138 138 138 147 

９～11歳 

9歳 49 39 51 49 40 

10歳 71 51 39 51 50 

11歳 52 72 52 39 51 

計 172 162 142 139 141 

12～14歳 

12歳 62 53 72 52 39 

13歳 63 61 52 69 52 

14歳 69 63 59 52 68 

計 194 177 183 173 159 

合 計 761 747 730 714 695 

資料：住民基本台帳 各年 9月末日現在 
 

128 127 131 127 112 

134 143 136 137 136 

133 138 138 138 147 

172 162 142 139 141 

194 177 183 173 159 

761 747 730 714 695 

0

200

400

600

800

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

子ども（15歳未満）の推移

0～2歳 3～5歳 6～8歳 9～11歳 12～14歳
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また、町内
ちょうない

の保育
ほ い く

園
えん

・幼稚園
ようちえん

の在籍
ざいせき

園児
え ん じ

の推移
す い い

をみると、平成
へいせい

27年
ねん

以降
い こ う

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推
すい

移
い

し、平成
へいせい

30年
ねん

には 171人
にん

となっています。 

 

 

資料：保育園 子育て・健康課 各年 4月 1日現在 

幼稚園 学校基本調査 各年 5月 1日現在 

 

さらに、小学校
しょうがっこう

児童数
じどうすう

・中学校
ちゅうがっこう

生徒数
せいとすう

の推移
す い い

をみると、小学校
しょうがっこう

児童数
じどうすう

は平成
へいせい

29年
ねん

まで

減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり、平成
へいせい

30年
ねん

に増加
ぞ う か

し 284人
にん

となっています。 

中学校
ちゅうがっこう

生徒数
せいとすう

は、概
おおむ

ね減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり、平成
へいせい

30年
ねん

には 157人
にん

となっています。 

 

資料： 学校基本調査 各年 5月 1日現在 

  

137 
145 148 

163 
171 

10 14 13 15 

0

50

100

150

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

幼稚園・保育園の在籍園児の推移

保育園 幼稚園

318 311 299 
276 284 

183 174 
160 168 157 

0

100

200

300

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

児童・生徒の推移

小学校（児童） 中学校（生徒）
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（４）障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の状 況
じょうきょう

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

については、平成
へいせい

28年
ねん

まで減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり、平成
へいせい

29年
ねん

以降
い こ う

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

に転
てん

じています。また、障
しょう

がい別
べつ

でみると、平成
へいせい

30年
ねん

では肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が 307人
にん

、

内部
な い ぶ

障害
しょうがい

が 127人
にん

となっており、これらが占
し

める割合
わりあい

が多
おお

くなっています。 

 

 

資料：福祉課 各年 4月 1日現在 
 

 

資料：福祉課 各年 4月 1日現在 
 

  

125 124 122 119 117 

85 84 82 81 75 

77 80 76 80 87 

124 124 125 124 124 

64 61 62 65 69 
43 41 44 45 48 
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39 39 38 38 37 
50 48 46 46 46 

3 3 3 3 3 
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障害別身体障害者手帳所持者数の推移

視覚障害 聴覚障害 言語障害 肢体不自由 内部障害計

（人）
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療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

については、平成
へいせい

29年
ねん

以降
い こ う

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となり、平成
へいせい

30年
ねん

には 112人
にん

と

なっています。 
 

 

資料：福祉課 各年 4月 1日現在 

 

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

については、若干
じゃっかん

の増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推
すい

移
い

し、平成
へいせい

30年
ねん

に

は 36人
にん

となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

手帳所持者 32 31 33 33  36  

資料：福祉課 各年 4月 1日現在 

 

 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

受給者数
じゅきゅうしゃすう

については、平成
へいせい

26年
ねん

以降
い こ う

、100人
にん

程度
て い ど

で推移
す い い

し、平成
へいせい

30年
ねん

で

は 104人
にん

となっています。 

自立支援医療受給者の推移 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

自立支援医療受給者 100 105 101 105  104  

資料：福祉課 各年 4月 1日現在 

 

  

41 43 40 41 42 

65 62 65 68 70 

106 105 105 109 112 

0

30

60

90

120

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

療育手帳所持者数の推移

A（最重度・重度） Ｂ（中度・軽度）

（人）
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２ 地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の現状
げんじょう

 

（１）ボランティア活動
かつどう

の状 況
じょうきょう

 

ボランティアの登録者数
とうろくしゃすう

をみると、平成
へいせい

28年
ねん

以降
い こ う

、横
よこ

ばいで推移
す い い

し、平成
へいせい

30年
ねん

には 12

人
にん

（団体
だんたい

）となっています。 

ボランティア登録者数の推移 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

登録者（団体）数 14 13 11 11 12 

 団体 13 12 10 11 12 

個人 1 1 1 0 0 

資料：福祉課 各年 12月 1日現在 

 

登録ボランティア団体等（平成 30年度） 

No グループ名 活動内容 

１ 大町町食生活改善推進協議会 給食、指導調理他 

２ 大町町婦人会 給食、老人訪問、清掃作業他 

３ さつき会 愛の声かけ運動、老人の世話他 

４ 大町町民生委員・児童委員協議会 老人実態調査ニーズ把握他 

５ 手芸グループ 手作り手芸、助けあい運動 

６ 紙ふうせん 読書ボランティア、おはなし会等 

７ ベンジャーズ 施設訪問他 

８ とん子姉ちゃん隊 施設訪問他 

９ 琴好会 施設訪問他 

10 杵島炭鉱変電所跡活用推進会 町おこし 

11 折り紙サークル 更生保護ボランティア 

12 特定非営利活動法人ふれあい 募金活動他 
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（２）民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

の活動
かつどう

状 況
じょうきょう

 

本町
ほんちょう

の民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

の活動
かつどう

状 況
じょうきょう

について、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

の状 況
じょうきょう

をみると以下
い か

の

とおりとなっており、住民
じゅうみん

の多様
た よ う

なニーズに対応
たいおう

した相談
そうだん

等
とう

を行
おこな

っています。 

 

民生委員・児童委員の活動状況（平成 29年度） 

 項目 民生委員・児童委員 主任児童委員 

相
談
・支
援
件
数 

在宅福祉 288  

介護保険 52  

健康・保険医療 29  

子育て・母子保健 10  

子どもの地域生活 119  

子どもの教育・学校生活 45  

生活費 22  

年金・保険 3  

仕事 5  

家族関係 19  

住居 24  

生活環境 51  

日常的な支援 466  

その他 301  

合計 1,434  

そ
の
他
活
動
件
数 

調査・実態把握 947   

行事・事業・会議への参加・協力 671 49 

地域福祉活動・自主活動 1,098 150 

民児協運営・研修 421 26 

証明事務 259   

要保護児童の発見の通告・仲介 36   

合計 3,432 225 

回
数 

訪
問 

訪問・連絡活動 6,981   

その他 3,087   

整
回
数 

連
絡
調 

委員相互 843   

その他の関係機関 1,338 1 

活動日数 4,937 224 

 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

第３章
だい  しょう

 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と施策
し さ く

目標
もくひょう

 

 

 

  



 

21 

第３章
だい  しょう

 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と施策
し さ く

目標
もくひょう

 

１ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とは、本計画
ほんけいかく

を推進
すいしん

する上
うえ

で基軸
き じ く

となるものであり、本計画
ほんけいかく

における全
すべ

ての施策
し さ く

は

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の実現
じつげん

に向
む

けた構成
こうせい

となります。 

本
ほん

計画
けいかく

では、福祉
ふ く し

のまちづくりの実現
じつげん

のために、自分
じ ぶ ん

のことは自分
じ ぶ ん

でする「自助
じ じ ょ

」、住民
じゅうみん

、地域
ち い き

、

大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

をはじめとする各種
かくしゅ

団体
だんたい

等
とう

が協 力
きょうりょく

して行う
おこな

「共助
きょうじょ

」、町
ちょう

で支援
し え ん

する「公
こう

助
じょ

」と、それぞれの特性
とくせい

を理解
り か い

しながら公共的
こうきょうてき

な役割
やくわり

を分担
ぶんたん

した地域
ち い き

福祉
ふ く し

体制
たいせい

をつくりあげ、

住み慣れた
 す     な

地域
ちいき

でいつまでも暮らす
 く

ことができる「大町町
おおまちちょう

」をみんなで築
きず

くことを目指
め ざ

し、『み

んなで築
きず

く やさしさあふれる 絆
きずな

のまち 大町
おおまち

』を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として、実現
じつげん

に向
む

けた取
と

り組
く

み

を推進
すいしん

します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施策
し さ く

目標
もくひょう

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

である「みんなで築
きず

く やさしさあふれる 絆
きずな

のまち 大町
おおまち

」の実現
じつげん

に向
む

け、計画
けいかく

期間
き か ん

の 5年間
ねんかん

で実現
じつげん

すべきこととして、次
つぎ

の３項目
こうもく

を「大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

における施策
し さ く

目標
もくひょう

」

として、総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

します。 

 

 

施策
し さ く

目標
もくひょう

１ みんなが暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくり 

 
みんなで築く

きず

 

やさしさあふれる 絆
きずな

のまち 大町
おおまち

 

 

 
基本
き ほ ん

理念
り ね ん
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大町町
おおまちちょう

の住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりが豊
ゆた

かな暮
く

らしを送
おく

るために、必要
ひつよう

な時
とき

に適切
てきせつ

な福祉
ふ く し

サービスの

提供
ていきょう

・利用
り よ う

ができる地域
ち い き

を目指
め ざ

します。このため、情報
じょうほう

提供
ていきょう

・相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の仕組
し く

みづくりと

ともに、公的
こうてき

機関
き か ん

や社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

をはじめとする社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

などによる

福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の充実
じゅうじつ

といったサービスの質
しつ

の向上
こうじょう

に取り組みます
 と   く

。 

また、様々
さまざま

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

が可能
か の う

になるように、公共
こうきょう

施設
し せ つ

や道路
ど う ろ

のバリアフリー化
     か

、移動
い ど う

手段
しゅだん

の

確保
かくほ

を進め
すす

、みんなが暮らしやすい
 く

地域づくり
ちいき

を進めます
すす

。 

 

施策
し さ く

目標
もくひょう

２ みんなで支
ささ

えあう地域
ち い き

づくり 

 

支
ささ

えあいの地域
ち い き

福祉
ふ く し

を進める
すす

ため、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの地域
ち い き

福祉
ふ く し

に対する
たい

意識
いしき

を高める
たか

ともに、

地域
ち い き

における住民
じゅうみん

の自主的
じしゅてき

なボランティア活動
かつどう

を支援
し え ん

するなど、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた

取
と

り組
く

みを行います
おこな

。 

また、地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の中心的
ちゅうしんてき

組織
そ し き

である大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

り、みんな

で支
ささ

えあう地域
ち い き

づくりを進
すす

めます。 

 

施策
し さ く

目標
もくひょう

３ みんなで守
まも

りあう地域
ち い き

づくり 

 

地域
ち い き

で安全
あんぜん

に安心
あんしん

して暮らせる
くら

よう、住民
じゅうみん

同士
ど う し

の要配慮者
ようはいりょしゃ

対策
たいさく

の強化
きょうか

をはじめとする災害
さいがい

対策
たいさく

の強化
きょうか

、人権
じんけん

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

、誰
だれ

もが被害者
ひがいしゃ

とならない地域
ち い き

での防犯
ぼうはん

活動
かつどう

の推進
すいしん

、子ども
 こ

から

高齢者
こうれいしゃ

までの交通
こうつう

安全
あんぜん

対策
たいさく

の推進
すいしん

、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりのやさしさや思
おも

いやりを行動
こうどう

につなげた、

みんなで守りあう
まも

地域づくり
ちいき

を進めます
すす

。 

３ 施策
し さ く

の体系
たいけい
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第４章
だい  しょう

 施策
し さ く

の展開
てんかい
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第４章
だい   しょう

 施策
し さ く

の展開
てんかい

 

施策
し さ く

目標
もくひょう

１ みんなが暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくり 

 

（１）相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

は関連
かんれん

する分野
ぶ ん や

が多様
た よ う

で広範囲
こうはんい

にわたり、保健
ほ け ん

、教育
きょういく

、環境
かんきょう

、住民
じゅうみん

活動
かつどう

等
とう

、行政
ぎょうせい

における担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

も多岐
た き

にわたります。 

本町
ほんちょう

では、担当課
たんとうか

の窓口
まどぐち

で相談
そうだん

を行
おこな

っているほか､
、

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

として相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

も実施
じ っ し

しています。 

また、大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

では、心配
しんぱい

ごと相談
そうだん

などを実施
じ っ し

し、福祉
ふ く し

に関する
かん

悩み
なや

ごとや

日常
にちじょう

生活
せいかつ

での心配
しんぱい

ごとなど様々
さまざま

な相談
そうだん

に対応
たいおう

しています。 

アンケート調査
ちょうさ

では、町
ちょう

役場
や く ば

窓口
まどぐち

に関して
かん

「利用
り よ う

しやすかった」が 9割
わり

近
ちか

くと非常
ひじょう

に多く
おお

なっており、相談
そうだん

や手続き
てつづ   

に行
い

く場合
ば あ い

に希望
き ぼ う

する窓口
まどぐち

としては、「1か所
しょ

で何
なん

でも相談
そうだん

や手続
て つ づ

きをすることができる」「別
べつ

の部署
ぶ し ょ

のことも含めて
ふく

自分
じ ぶ ん

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

や手続き
てつづ

がすぐわかる」

「書類
しょるい

の書
か

き方
かた

が簡単
かんたん

で、提出
ていしゅつ

する書類
しょるい

が少
すく

ない」など利便性
りべんせい

を求
もと

める回答
かいとう

が多
おお

くみられま

した。 

これらを踏
ふ

まえ、関係
かんけい

機関
き か ん

や地域
ち い き

の民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

との情報
じょうほう

交換
こうかん

など連携
れんけい

を強化
きょうか

する

とともに、多様化
た よ う か

・専門化
せんもんか

する相談
そうだん

内容
ないよう

に対応
たいおう

するための相談
そうだん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

る必要
ひつよう

があり

ます。 
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【町
ちょう

役場
や く ば

窓口
まどぐち

の利用
り よ う

しやすさ】 

 

 

 

【相談
そうだん

や手続き
 てつづ

に行く
 い

場合
 ばあい

に希望
き ぼ う

する窓口
まどぐち

】 

 

【今後
こ ん ご

の取
と

り組
く

み】 

① 相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

 

〇窓口
まどぐち

における相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に向
む

けて、窓口
まどぐち

での接遇
せつぐう

向上
こうじょう

や相談
そうだん

しやすい環境
かんきょう

づく

りを図
はか

るとともに、各関係
かくかんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

しながら、個別
こ べ つ

の支援
し え ん

会議
か い ぎ

等
とう

を行
おこな

うなど、

個々
こ こ

のケースに応じた
おう

相談
そうだん

に努めます
つと

。 

② 町
ちょう

職員
しょくいん

や民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

等
とう

の資質
し し つ

向上
こうじょう

に向
む

けた研修
けんしゅう

等
とう

の実施
じ っ し

 

〇相談
そうだん

内容
ないよう

に的確
てきかく

に、相談者
そうだんしゃ

のプライバシーに配慮
はいりょ

した対応
たいおう

を行
おこな

えるよう、町
ちょう

職員
しょくいん

や

大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

職員
しょくいん

、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

に研修
けんしゅう

や勉強会
べんきょうかい

を開催
かいさい

し、資質
し し つ

向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

89.0 10.3 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=282

利用しやすかった 利用しにくかった 無回答

53.6

39.9

33.1

28.5

15.4

13.0

12.3

10.0

6.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1か所で何でも相談や手続きをすることができる

別の部署のことも含めて自分に必要な情報や手続きがす

ぐわかる

書類の書き方が簡単で、提出する書類が少ない

相談や手続きの窓口を案内してくれる係員がいる

町役場が行っているサービスだけでなく、その他の公的機

関や民間のサービスについても知ることができる

自宅からインターネットで必要な情報や申請書を入手した

り、申請手続きができる

身近なところで相談や手続きができる

個別の相談室がある

障がいがあったり、子ども連れでも相談や手続きがしやす

い設備が整っている

その他 n=617
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③ 関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

〇住民
じゅうみん

からの相談
そうだん

に携わる
たずさ

町
ちょう

職員
しょくいん

や民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

等
とう

が、地域
ち い き

の問題
もんだい

解決
かいけつ

を速やか
すみ

に行える
おこな

よう、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

④ 身近
み ぢ か

な相談
そうだん

体制
たいせい

の確保
か く ほ

 

〇地区
ち く

担当
たんとう

民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

による家庭
か て い

訪問
ほうもん

など身近
み ぢ か

な相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 

  

（２）情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

福祉
ふ く し

に関わる
かか

制度
せ い ど

やサービスは、近年
きんねん

めまぐるしく変化
へ ん か

しているため、福祉
ふ く し

サービス内容
ないよう

をはじめ、ボランティア・住民
じゅうみん

活動
かつどう

や地域
ち い き

の助
たす

けあい活動
かつどう

についての情報
じょうほう

などを、誰
だれ

もが

入手
にゅうしゅ

でき、ひとりでも多
おお

くの住民
じゅうみん

が情報
じょうほう

を活用
かつよう

できるようにする必要
ひつよう

があります。 

本町
ほんちょう

では、「広報
こうほう

おおまち」を月
つき

１回
かい

発行
はっこう

するとともに、区
く

における回覧板
かいらんばん

、ホームペー

ジによる広報
こうほう

等
とう

も実施
じ っ し

しています。 

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

では、情報
じょうほう

の入
にゅう

手先
しゅさき

としては、「公的
こうてき

機関
き か ん

の窓口
まどぐち

（町
ちょう

の窓口
まどぐち

など）」

が 4割
わり

近
ちか

くと最
もっと

も多
おお

くなっており、次いで「民生
みんせい

委員
い い ん

、ケアマネジャーなどからの情報
じょうほう

」

16.0％、「広報紙
こうほうし

」11.5％の順
じゅん

となっています。一方
いっぽう

、今後
こ ん ご

の町
ちょう

の保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

情報
じょうほう

の希望
き ぼ う

する入手
にゅうしゅ

方法
ほうほう

では、「広報紙
こうほうし

」が 61.6％と多
おお

く、「町
ちょう

のホームページ」の回答
かいとう

も 25％程度
て い ど

みられました。 

情報
じょうほう

の入
にゅう

手先
しゅさき

、希望
き ぼ う

する入手
にゅうしゅ

方法
ほうほう

ともに「町
ちょう

のホームページ」とした回答
かいとう

が若
わか

い世代
せ だ い

に多
おお

かったことから、若
わか

い世代
せ だ い

への福祉
ふ く し

に関する
かん

広報
こうほう

・啓発
けいはつ

手段
しゅだん

として、ホームページなど

のインターネット媒体
ばいたい

を充実
じゅうじつ

させる必要
ひつよう

があります。 

こうしたことから、わかりやすい「広報
こうほう

おおまち」やホームページでの情報
じょうほう

発信
はっしん

をはじめ、



 

28 

高齢者
こうれいしゃ

や視力
しりょく

・聴 力
ちょうりょく

に障
しょう

がいのある人
ひと

への伝達
でんたつ

手段
しゅだん

の充実
じゅうじつ

とともに、個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

に

配慮
はいりょ

しながら、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

によるきめ細
こま

かな情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の確立
かくりつ

を

推進
すいしん

します。 

【情報
じょうほう

の入手先
にゅうしゅさき

】 

 

 

  

39.5 11.5 5.5 6.0 16.0 8.5 1.5 6.0 5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=200

公的機関の窓口（町の窓口など） 広報紙

町のホームページ 社会福祉協議会の窓口（社協だより）

民生委員、ケアマネジャーなどからの情報 地区の回覧板

地区での寄合い（会合） その他

無回答

属性 区分 全体

公
的
機
関
の
窓
口
（

町
の
窓
口

な
ど
）

広
報
紙

町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

社
会
福
祉
協
議
会
の
窓
口
（

社

協
だ
よ
り
）

民
生
委
員
、

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

な
ど
か
ら
の
情
報

地
区
の
回
覧
板

地
区
で
の
寄
合
い
（

会
合
）

そ
の
他

無
回
答

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 44.4 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 11.1
9 4 0 2 0 0 0 0 2 1

100.0 28.6 14.3 33.3 0.0 4.8 4.8 0.0 9.5 4.8
21 6 3 7 0 1 1 0 2 1

100.0 40.9 22.7 4.5 0.0 9.1 9.1 0.0 13.6 0.0
22 9 5 1 0 2 2 0 3 0

100.0 59.0 15.4 2.6 5.1 7.7 2.6 2.6 2.6 2.6
39 23 6 1 2 3 1 1 1 1

100.0 39.7 1.7 0.0 10.3 24.1 6.9 3.4 1.7 12.1
58 23 1 0 6 14 4 2 1 7

100.0 28.2 17.9 0.0 7.7 23.1 15.4 0.0 5.1 2.6
39 11 7 0 3 9 6 0 2 1

100.0 18.2 9.1 0.0 9.1 27.3 27.3 0.0 9.1 0.0
11 2 1 0 1 3 3 0 1 0

80歳以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

年
齢
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【町
ちょう

の保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

情報
じょうほう

の希望
き ぼ う

する入手
にゅうしゅ

方法
ほうほう

】 

 

 

【今後
こ ん ご

の取
と

り組
く

み】 

① 広報紙
こうほうし

・町
ちょう

ホームページでの情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

〇「広報
こうほう

おおまち」での情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

をはじめ、町
ちょう

のホームページに各種
かくしゅ

制度
せ い ど

の概要
がいよう

と利用
り よ う

に必要
ひつよう

な手続
て つ づ

きを掲載
けいさい

するなど、わかりやすさに配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

に

努めます
つと

。 

② 民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

等
とう

を通じた
つう

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

〇民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

や各種
かくしゅ

相談員
そうだんいん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

を強化
きょうか

し、地域
ち い き

での情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の

強化
きょうか

を図ります
はか

。 

③ 情報
じょうほう

公開
こうかい

の推進
すいしん

 

〇個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

に十分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

しながら、情報
じょうほう

公開
こうかい

制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な運用
うんよう

に努め
つと

、説明
せつめい

責任
せきにん

61.6

58.3

28.4

25.1

11.7

10.0

9.7

6.5

6.0

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

広報紙

地区の回覧板

公的機関の窓口（町の窓口など）

町のホームページ

社会福祉協議会の窓口（社協だより）

民生委員、ケアマネジャーなどからの情報

地区での寄合い（会合）

テレビ・ラジオ

新聞・雑誌

その他 n=617

属性 区分 全体

公
的
機
関
の
窓
口
（

町
の
窓
口

な
ど
）

広
報
紙

町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

新
聞
・
雑
誌

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ

社
会
福
祉
協
議
会
の
窓
口
（

社

協
だ
よ
り
）

民
生
委
員
、

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

な
ど
か
ら
の
情
報

地
区
の
回
覧
板

地
区
で
の
寄
合
い
（

会
合
）

そ
の
他

100.0 9.1 72.7 18.2 27.3 18.2 0.0 0.0 36.4 0.0 0.0
11 1 8 2 3 2 0 0 4 0 0

100.0 37.2 39.5 48.8 11.6 9.3 9.3 0.0 46.5 2.3 7.0
43 16 17 21 5 4 4 0 20 1 3

100.0 19.6 69.6 65.2 10.9 13.0 2.2 0.0 41.3 2.2 2.2
46 9 32 30 5 6 1 0 19 1 1

100.0 33.3 78.8 37.9 7.6 9.1 4.5 3.0 47.0 6.1 0.0
66 22 52 25 5 6 3 2 31 4 0

100.0 33.7 72.1 31.4 1.2 5.8 11.6 14.0 61.6 4.7 0.0
86 29 62 27 1 5 10 12 53 4 0

100.0 28.7 61.2 16.3 6.2 4.5 13.5 11.8 64.0 11.8 1.1
178 51 109 29 11 8 24 21 114 21 2

100.0 23.4 56.5 12.3 3.9 5.8 13.0 13.0 63.0 13.6 0.6
154 36 87 19 6 9 20 20 97 21 1

100.0 33.3 39.4 6.1 3.0 0.0 30.3 21.2 66.7 24.2 0.0
33 11 13 2 1 0 10 7 22 8 0

80歳以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

年
齢

10代
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の徹底
てってい

を図ります
はか

。 

④ 各種
かくしゅ

手当
て あ て

・制度
せ い ど

の周知
しゅうち

徹底
てってい

 

〇パンフレット等
とう

での情報
じょうほう

提供
ていきょう

とともに、対象者
たいしょうしゃ

の把握
は あ く

に努
つと

め、必要
ひつよう

に応じた
おう

申請
しんせい

の

勧奨
かんしょう

を行います
おこな

。 

 

（３）福祉
ふ く し

サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

全
すべ

ての住民
じゅうみん

が、住
す

み慣
な

れた地域
 ちいき

で自分
じ ぶ ん

らしく、安心
あんしん

して自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送る
おく

ためには、質
しつ

の高い
たか

多様
たよう

な福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

であり、誰
だれ

もが安心
あんしん

して利用
り よ う

できる福祉
ふ く し

サービス

を、質
しつ

・量
りょう

の両面
りょうめん

で確保
か く ほ

していく必要
ひつよう

があります。 

本町
ほんちょう

では、現在
げんざい

、子育
こ そ だ

て支援
し え ん

、高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

など各分野
かくぶんや

において計画
けいかく

を策定
さくてい

し、さまざまな福祉
ふ く し

サービスを展開
てんかい

していますが、地域
ち い き

における問題
もんだい

は、複雑
ふくざつ

及
およ

び多様化
た よ う か

し

てきており、一人
ひ と り

ひとりに合
あ

った適切
てきせつ

なサービスの提供
ていきょう

が求められて
もと

います。各計画
かくけいかく

に

基づく
もと

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、専門
せんもん

職員
しょくいん

や関係
かんけい

機関
きかん

、各種
かくしゅ

相談員
そうだんいん

等
とう

の連携
れんけい

を密
みつ

にし、一人
ひとり

ひとりの要望
ようぼう

に応じた
おう

サービス提供
ていきょう

を行う
おこな

ことが必要
ひつよう

です。 

また近年
きんねん

、社会
しゃかい

経済
けいざい

環境
かんきょう

の変化
へんか

に伴い
ともな

、生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

に至る
いた

リスクの高い
たか

方
かた

や稼働
か ど う

年齢層
ねんれいそう

を

含
ふく

む生活
せいかつ

保護
ほ ご

受給者
じゅきゅうしゃ

が増大
ぞうだい

しており、生活
せいかつ

を重層的
じゅうそうてき

に支える
ささ

セーフティネットの構築
こうちく

が

必要
ひつよう

となっています。こうした状 況
じょうきょう

に対応
たいおう

するため、今後
こ ん ご

新
あら

たな生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

制度
せ い ど

に基づく
もと

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

が重要
じゅうよう

となります。 

【今後
こ ん ご

の取り組み
と    く

】 

①  子育
こ そ だ

て支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

〇子
こ

育
そだ

てに関する
かん

相談
そうだん

や子育
こ そ だ

て支援
し え ん

サービスについての情
じょう

報
ほう

提供
ていきょう

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 
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〇育児
い く じ

サークル等
とう

の自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

を支援
し え ん

するとともに、子育
こ そ だ

て家庭
か て い

同士
ど う し

が気軽
きがる

に集
つど

うこと

ができる場
ば

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

〇高齢者
こうれいしゃ

や異世代
い せ だ い

との交流
こうりゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

を図り
はか

、育児
い く じ

不安
ふ あ ん

等
とう

の解消
かいしょう

を促進
そくしん

します。 

〇子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

に基
もと

づくサービスの充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

② 高齢者
こうれいしゃ

支援
し え ん

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

 

〇認知症
にんちしょう

カフェ等
とう

の開催
かいさい

や介護者
かいごしゃ

の不安
ふ あ ん

や悩み
なや

に応じる
おう

相談
そうだん

体制
たいせい

の構築
こうちく

など、在宅
ざいたく

高齢者
こうれいしゃ

等
とう

を介護
か い ご

している家族
か ぞ く

等
とう

の負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図る
はか

ための福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

〇地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター等
とう

を中心
ちゅうしん

に高齢者
こうれいしゃ

の 状 況
じょうきょう

把握
は あ く

に努
つと

め、高齢者
こうれいしゃ

一人
ひ と り

ひとりの

状 況
じょうきょう

に対応
たいおう

した包括的
ほうかつてき

・継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

を行う
おこな

ためのケアマネジメントの質
しつ

の向上
こうじょう

及び
およ

相談
そうだん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図ります
はか

。 

〇自宅
じ た く

でも施設
しせつ

でも途切
と ぎ

れることなく一貫
いっかん

して支援
し え ん

が受けられ
 う

、住み慣れた
 す   な

地域
ち い き

で安心
あんしん

し

て暮らし続ける
 く     つづ

ことができるよう、地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアの推進
すいしん

を行
おこな

います。 

〇地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

を活用
かつよう

した介護
か い ご

予防
よ ぼ う

の取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

〇地域
ち い き

の中
なか

で生きがい
 い

・役割
やくわり

を持って
 も

生活
せいかつ

できるような居場所
い ば し ょ

づくり、地区
ち く

分館
ぶんかん

等
とう

を活用
かつよう

した身近
み ぢ か

な通い
かよ

の場
 ば

の創出
そうしゅつ

などを支援
し え ん

します。 

③ 障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

〇各種
かくしゅ

サービス・制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図る
はか

とともに、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

しながら、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図り
はか

、一人
ひとり

ひとりの 状 況
じょうきょう

に応じた
おう

サービス提供
ていきょう

につなげられるよう

努めます
つと

。 

〇地域
ち い き

住民
じゅうみん

に対
たい

し、障
しょう

がいの特性
とくせい

等
とう

についての正しい
ただ

理解
り か い

の促進
そくしん

を図り
はか

、地域
ち い き

で安心
あんしん

し

て暮らす
 く

ことができる環境づくり
かんきょう

を推進
すいしん

します。 
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〇障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

に基
もと

づき、障
しょう

がい者
しゃ

が必要
ひつよう

とするサービスの確保
か く ほ

に努めます
つと

。 

 

④ 生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

 

〇生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

制度
せ い ど

に基づき
もと

、自立
じ り つ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

に対する
たい

支援
し え ん

制度
せ い ど

の充実
じゅうじつ

に努めます
つと

。 

 

（４）移動
いどう

と生活
せいかつ

のバリアフリー化
              か

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

、子ども
 こ

を含めた
ふく

すべての住民
じゅうみん

が住み慣れた
 す   な

地域
ち い き

で暮らす
 く

ためには、

生活
せいかつ

領域
りょういき

を拡大
かくだい

し、様々
さまざま

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

が可能
か の う

となるよう、気軽
き が る

に安心
あんしん

して施設
し せ つ

を利用
り よ う

し、移動
い ど う

できる環境
かんきょう

整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。 

本町
ほんちょう

では、公共
こうきょう

施設
し せ つ

の整備
せ い び

時
じ

に、段差
だんさ

の解消
かいしょう

や手
て

すりの設置
せっち

、多目的
たもくてき

トイレの整備
せいび

など

を図って
はか

きました。また、道路
ど う ろ

整備
せ い び

においても、歩道
ほ ど う

の整備
せ い び

に努めて
つと

きました。しかし、道路
どうろ

などの都市
と し

基盤
き ば ん

、公共
こうきょう

施設
し せ つ

や民間
みんかん

施設
し せ つ

などのバリアフリー化
    か

はまだ十分
じゅうぶん

とはいえず、また、

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

など身近
み ぢ か

な移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

も重要
じゅうよう

な課題
か だ い

といえます。 

今後
こ ん ご

も、多く
おお

の人
ひと

が利用
り よ う

する公共
こうきょう

施設
し せ つ

や道路
ど う ろ

などのバリアフリー化
            か

をさらに進める
すす

とと

もに、移動
い ど う

が困難
こんなん

な方
かた

への移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
かくほ

に努める
つと

必要
ひつよう

があります。 

【今後
こ ん ご

の取
と

り組
く

み】 

① 公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
とう

におけるバリアフリー化
か

 

〇公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
とう

の改築
かいちく

等
とう

に手
て

すりやスロープの設置
せ っ ち

、多目的
たもくてき

トイレの設置
せ っ ち

などバリアフリ

ー化
か

を図
はか

るとともに、定期的
ていきてき

な点検
てんけん

等
とう

を行
おこな

い、バリアフリー化
か

が完
かん

了
りょう

した施設
し せ つ

の維持
い じ

管理
か ん り

を行
おこな

います。 
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〇高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

、子
こ

どもが安心
あんしん

して移動
い ど う

できるよう歩道
ほ ど う

整備
せ い び

や道路
ど う ろ

のバリアフリー

について検討
けんとう

します。 

 

② 住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
か

 

〇高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

へ住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

と利用
り よ う

促進
そくしん

を図
はか

ります。また、公営
こうえい

住宅
じゅうたく

に

おいて、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がいのある方
かた

については１階
かい

への優先的
ゆうせんてき

入居
にゅうきょ

について検討
けんとう

します。 

③ 公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

しやすい環境
かんきょう

づくり 

〇関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

しやすい環境
かんきょう

づくりに努
つと

めます。 

④ 身近
み ぢ か

な移動
い ど う

手段
しゅだん

の充実
じゅうじつ

 

〇大町町
おおまちちょう

妊婦
に ん ぷ

タクシー利用
り よ う

料金
りょうきん

助成
じょせい

事業
じぎょう

や運転
うんてん

免許証
めんきょしょう

返納者
へんのうしゃ

に対
たい

する助成
じょせい

、車
くるま

の運転
うんてん

が困難
こんなん

な方
かた

に対
たい

するタクシー料金
りょうきん

の助成
じょせい

等
とう

、関係
かんけい

機関
き か ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

し、町内
ちょうない

におけ

る身近
み ぢ か

な移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

〇買
か

い物
もの

バスやコミュニティバス等
とう

、高齢者
こうれいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

を検討
けんとう

します。 

⑤ 買
か

い物
もの

支援
し え ん

 

〇商店街
しょうてんがい

等事
と う じ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

のもと、買
か

い物
もの

弱者
じゃくしゃ

への支援
し え ん

に努
つと

めます。 
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施策
し さ く

目標
もくひょう

２ みんなで支
ささ

えあう地域
ち い き

づくり 

 

（１）地域
ち い き

福祉
ふ く し

に対
たい

する意識
い し き

の高揚
こうよう

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

本町
ほんちょう

では、「広報
こうほう

おおまち」やホームページ等
とう

を通
つう

じて地域
ち い き

福祉
ふ く し

の意識
い し き

高揚
こうよう

に向
む

けた啓発
けいはつ

を行
おこな

うとともに、学校
がっこう

教育
きょういく

での福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

んでいます。また、様々
さまざま

な体験
たいけん

活動
かつどう

やボランティア活動
かつどう

を通
とお

して、福祉
ふ く し

活動
かつどう

への理解
り か い

と参加
さ ん か

も促進
そくしん

しています。  

大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

においても、「社協
しゃきょう

だより」をはじめ、パンフレット等
とう

による啓発
けいはつ

とともに、「おおまち福祉
ふ く し

のつどい」等
とう

のイベントなどに取
と

り組
く

んでいます。 

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

では、住民
じゅうみん

同士
ど う し

の支
ささ

え合
あ

いや助
たす

け合
あ

いの必要性
ひつようせい

で、前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

と比較
ひ か く

し

て「必要
ひつよう

だと思
おも

う」が 4.8 ポイント増加
ぞ う か

し 9割
わり

以上
いじょう

となっており、地域
ち い き

での支
ささ

え合
あ

いや助
たす

け

合
あ

いが重要
じゅうよう

視
し

されている現状
げんじょう

がみられます。 

また、福祉
ふ く し

活動
かつどう

を推進
すいしん

するうえでの住民
じゅうみん

と行政
ぎょうせい

の関係性
かんけいせい

でも「何
なん

らかの形
かたち

で住民
じゅうみん

の

協 力
きょうりょく

が必要
ひつよう

」いう意見
い け ん

が 8割
わり

以上
いじょう

を占
し

めており、地域
ち い き

福祉
ふ く し

に関
かん

する意識
い し き

の高
たか

まりがみられ

ます。 

具体的
ぐたいてき

に高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

、子
こ

どもがいる世帯
せ た い

に対
たい

してできる支援
し え ん

や協 力
きょうりょく

としては、

「あいさつや安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

などの声
こえ

かけ」「話
はな

し相手
あ い て

」などの、比較的
ひかくてき

気軽
き が る

にできる支援
し え ん

や協 力
きょうりょく

の意見
い け ん

が多
おお

くなっています。 

今後
こ ん ご

も、住民
じゅうみん

が協 力
きょうりょく

して支
ささ

えあいの地域
ち い き

をつくるためには、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの助
たす

けあ

いの意識
い し き

を育
そだ

てていくことが必要
ひつよう

です。 
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【住民
じゅうみん

同士
どうし

の支え合い
ささ    あ

や助け合い
たす     あ

の必要性
ひつようせい

】 

 

【福祉
ふ く し

活動
かつどう

を推進
すいしん

するうえでの住民
じゅうみん

と行政
ぎょうせい

の関係性
かんけいせい

】 

 

 

  

52.2

49.5

39.7

37.6

2.3

2.5

1.5

1.4

4.1

8.8

0.3

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年

（N=617）

平成26年

（N=444）

必要だと思う どちらかというと必要だと思う

どちらかというと必要だとは思わない 必要だとは思わない

35.2 18.6 28.4 3.4 12.0 2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=617

福祉サービスの充実のために、町民も行政も協力し合い、協働して取り組むべきである
家庭や地域をはじめ町民同士で助け合い、手の届かない部分は行政が援助すべきである
行政が担当すべきだが、手の届かない部分は町民が協力すべきである
福祉サービスは行政が担当すべきで、町民はあまり協力することはない
わからない
無回答
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【高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

、子ども
 こ

がいる世帯
せ た い

に対して
たい

できる支援
し え ん

や協力
きょうりょく

】 

 

【今後
こ ん ご

の取
と

り組
く

み】 

① 啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

〇住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの福祉
ふ く し

に対
たい

する理解
り か い

と参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、「広報
こうほう

おおまち」やホーム

ページなど多様
た よ う

な媒体
ばいたい

を通
つう

じた啓発
けいはつ

活動
かつどう

を展開
てんかい

します。 

② 小 中
しょうちゅう

学生
がくせい

に対
たい

するボランティア教育
きょういく

の実施
じ っ し

 

〇ボランティア意識
い し き

の向上
こうじょう

を進
すす

めるため、小 中
しょうちゅう

学生
がくせい

を対象
たいしょう

にボランティア活動
かつどう

に関
かん

す

る教育
きょういく

を実施
じ っ し

します。 

③ 相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

 

〇ノーマライゼーションの理念
り ね ん

を実現
じつげん

するために、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

める啓発
けいはつ

活動
かつどう

や教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

  

48.8

33.5

16.2

12.0

10.9

10.5

9.7

9.4

6.0

5.0

5.0

4.9

3.2

2.4

2.4

1.6

1.5

19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あいさつや安否確認などの声かけ

話し相手

災害時の避難支援・安否確認

買い物の手伝い・代行

相談相手

子どもの登下校時の見守り

防犯のための巡回

ごみ出し

玄関前などの掃除・庭の手入れ

手紙の代筆・電話かけ

短時間の子守り

外出時の同行

住居内の荷物の移動

新聞や本の代読

保育園などへの送り迎え

食事の用意

その他

特にできることはない n=617
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（２）地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

・ボランティア活動
かつどう

の活性化
かっせいか

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

これまで児童
じ ど う

や高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

などを対象
たいしょう

に、多
おお

くのボランティア団体
だんたい

が活動
かつどう

してき

ており、地域
ち い き

福祉
ふ く し

を支
ささ

える重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を担
にな

っています。しかし、活動
かつどう

を支
ささ

える人材
じんざい

や、活動
かつどう

のための資金
し き ん

の確保
か く ほ

など、課題
か だ い

を抱
かか

えている団体
だんたい

が多
おお

くみられます。また、ボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

したい人
ひと

、意欲
い よ く

があっても行動
こうどう

に移
うつ

せない人
ひと

は多
おお

いとみられます。 

本町
ほんちょう

では、様々
さまざま

な体験
たいけん

活動
かつどう

やボランティア活
かつ

動
どう

を通して
とお

、福祉
ふ く し

活動
かつどう

への理解
り か い

と参加
さ ん か

も促進
そくしん

してきました。 

アンケート調査
ちょうさ

におけるボランティア活動
かつどう

や助
たす

け合
あ

い活動
かつどう

への参加
さ ん か

状 況
じょうきょう

では、前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

と比較
ひ か く

して「現在
げんざい

活動
かつどう

している」「以前
い ぜ ん

活動
かつどう

したことがある」の割合
わりあい

が増加
ぞ う か

しており、ボラン

ティア活動
かつどう

や助
たす

け合
あ

い活動
かつどう

への意識
い し き

の高
たか

まりがみられます。一方
いっぽう

、福祉
ふ く し

ボランティア活動
かつどう

へ

の参加
さ ん か

意向
い こ う

では、「ボランティア活動
かつどう

への興味
きょうみ

はあるが、参加
さ ん か

する機会
き か い

がない」が 4割
わり

近
ちか

くで

最
もっと

も多
おお

く、特
とく

に「40代
だい

以下
い か

」の若
わか

い世代
せ だ い

で多
おお

くなっています。また、「参加
さ ん か

したい」とした

方
かた

も 15.9％と前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

より 4 ポイント増加
ぞ う か

しています。 

ボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

するうえで支障
ししょう

になることとしては、「仕事
し ご と

（学業
がくぎょう

）や家事
か じ

が忙
いそが

しくて時間
じ か ん

がとれない」が最
もっと

も多
おお

く、「40代
だい

以下
い か

」の若
わか

い世代
せ だ い

に多
おお

くみられます。 

今後
こ ん ご

は、これまで続
つづ

けてきた活動
かつどう

を継続
けいぞく

し、内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

が図
はか

れるよう、人材
じんざい

、資金
し き ん

を含
ふく

め

た支援
し え ん

策
さく

が求
もと

められるとともに、興味
きょうみ

がある方
かた

、参加
さ ん か

意向
い こ う

を持
も

っている方
かた

を、実際
じっさい

の活動
かつどう

の

担
にな

い手
て

につなげていくために、活動
かつどう

日時
に ち じ

や場所
ば し ょ

の工夫
く ふ う

、多様
た よ う

な活動
かつどう

形態
けいたい

など、誰
だれ

もが可能
か の う

な

範囲
は ん い

で地域
ち い き

活動
かつどう

やボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

を整
ととの

えることが必要
ひつよう

です。 
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【ボランティア活動
かつどう

や助け合い
たす    あ

活動
かつどう

の参加
さ ん か

状況
じょうきょう

】 

 

【福祉
ふ く し

ボランティア活動
かつどう

への参加
さ ん か

意向
い こ う

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4

5.4

19.1

17.8

71.5

74.8

1.0

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年

（N=617）

平成26年

（N=444）

現在活動している 以前活動したことがある 活動したことがない 無回答

15.9

11.9

16.4

16.7

39.2

46.2

21.4

20.5

7.1

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年

（N=617）

平成26年

（N=444）

何らかのボランティア活動に参加したい（あるいは今後とも活動を続けたい）

ボランティア活動への興味はあるが、参加しようとは思わない

ボランティア活動への興味はあるが、参加する機会がない

ボランティア活動に参加するつもりはない

無回答

属性 区分 全体

何
ら
か
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

に
参
加
し
た
い
（

あ
る
い
は
今

後
と
も
活
動
を
続
け
た
い
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
へ
の
興
味

は
あ
る
が
、

参
加
し
よ
う
と
は

思
わ
な
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
へ
の
興
味

は
あ
る
が
、

参
加
す
る
機
会
が

な
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
参
加
す

る
つ
も
り
は
な
い

無
回
答

100.0 18.2 9.1 54.5 18.2 0.0
11 2 1 6 2 0

100.0 18.6 14.0 44.2 23.3 0.0
43 8 6 19 10 0

100.0 6.5 21.7 52.2 19.6 0.0
46 3 10 24 9 0

100.0 12.1 12.1 50.0 22.7 3.0
66 8 8 33 15 2

100.0 17.4 15.1 44.2 17.4 5.8
86 15 13 38 15 5

100.0 15.2 19.1 41.0 19.7 5.1
178 27 34 73 35 9

100.0 20.1 16.2 28.6 22.1 13.0
154 31 25 44 34 20

100.0 12.1 12.1 15.2 36.4 24.2
33 4 4 5 12 8

80歳以上

70代

60代

20代

30代

40代
年
齢

10代

50代
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【ボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

するうえで支障
し し ょ う

になること】 

 

 

 

  

45.1

35.7

23.3

13.8

12.3

10.7

6.2

4.9

4.9

1.1

9.9

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事（学業）や家事が忙しくて時間がとれない

健康や体力に自信がない

どのような活動があるのかわからない

子どもや病人等の世話や介護で時間がない

人間関係がわずらわしい

身近なところに活動の場がない

興味のもてる活動が見つからない

費用がかかる

交通手段がない

家族や職場の支持や理解がない

特に支障になることはない

その他 n=617

属性 区分 全体

仕
事
（

学
業
）

や
家
事
が
忙
し

く
て
時
間
が
と
れ
な
い

子
ど
も
や
病
人
等
の
世
話
や
介

護
で
時
間
が
な
い

健
康
や
体
力
に
自
信
が
な
い

ど
の
よ
う
な
活
動
が
あ
る
の
か

わ
か
ら
な
い

興
味
の
も
て
る
活
動
が
見
つ
か

ら
な
い

身
近
な
と
こ
ろ
に
活
動
の
場
が

な
い

人
間
関
係
が
わ
ず
ら
わ
し
い

費
用
が
か
か
る

家
族
や
職
場
の
支
持
や
理
解
が

な
い

交
通
手
段
が
な
い

特
に
支
障
に
な
る
こ
と
は
な
い

そ
の
他

100.0 81.8 0.0 18.2 18.2 9.1 18.2 0.0 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0
11 9 0 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0

100.0 67.4 16.3 14.0 14.0 2.3 9.3 11.6 9.3 0.0 9.3 9.3 4.7
43 29 7 6 6 1 4 5 4 0 4 4 2

100.0 87.0 47.8 13.0 37.0 8.7 4.3 15.2 4.3 2.2 0.0 2.2 0.0
46 40 22 6 17 4 2 7 2 1 0 1 0

100.0 71.2 25.8 18.2 27.3 4.5 9.1 12.1 7.6 4.5 0.0 7.6 1.5
66 47 17 12 18 3 6 8 5 3 0 5 1

100.0 74.4 12.8 30.2 25.6 2.3 10.5 10.5 4.7 3.5 2.3 5.8 0.0
86 64 11 26 22 2 9 9 4 3 2 5 0

100.0 34.3 7.3 43.8 28.1 9.0 14.0 16.3 3.4 0.0 5.1 11.2 1.7
178 61 13 78 50 16 25 29 6 0 9 20 3

100.0 17.5 4.5 45.5 16.9 6.5 11.7 11.7 4.5 0.0 5.2 14.3 5.2
154 27 7 70 26 10 18 18 7 0 8 22 8

100.0 3.0 24.2 60.6 9.1 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 18.2 12.1 9.1
33 1 8 20 3 1 0 0 1 0 6 4 3

80歳以上

70代

60代

40代

50代

30代

年
齢

10代

20代
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【今後
こ ん ご

の取
と

り組
く

み】 

① ボランティア活動
かつどう

の支援
し え ん

 

〇地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

を行
おこな

うボランティア団体
だんたい

等
とう

に対
たい

し、活動
かつどう

の場
ば

の提供
ていきょう

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

などの

支援
し え ん

を行
おこな

い、活動
かつどう

の活性化
かっせいか

を図
はか

ります。 

〇ボランティア活動
かつどう

を新
あら

たに始
はじ

めようとしている住民
じゅうみん

や団体
だんたい

等
とう

を掘
ほ

り起
お

こし、必要
ひつよう

な

助言
じょげん

や各種
かくしゅ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

います。 

〇高齢者
こうれいしゃ

のボランティア活動
かつどう

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

② 障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

するボランティア活動
かつどう

の支援
し え ん

 

〇ボランティア活動
かつどう

について様々
さまざま

な支援
し え ん

を図
はか

ります。 

〇中高生
ちゅうこうせい

を対象
たいしょう

に体験
たいけん

学習
がくしゅう

やボランティア交流
こうりゅう

を行
おこな

い、青少年
せいしょうねん

ボランティアの育成
いくせい

を図
はか

ります。 

 

 

（３）社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

強化
きょうか

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

は、地域
ち い き

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

する専門
せんもん

機関
き か ん

として、地域
ち い き

住民
じゅうみん

や各種
かくしゅ

団体
だんたい

（団体
だんたい

・

機関
き か ん

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

など）と協 力
きょうりょく

して、総合的
そうごうてき

な福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

るために全国
ぜんこく

の都道府県
と ど う ふ け ん

・指定
し て い

都市
と し

・市区
し く

町村
ちょうそん

に設置
せ っ ち

された民間
みんかん

の福祉
ふ く し

団体
だんたい

です。 

大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

では、すべての住民
じゅうみん

がかけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

され、住
す

み

慣
な

れた地域
ち い き

や家庭
か て い

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、地域
ち い き

の人
ひと

たちと一緒
いっしょ

に支援
し え ん

活動
かつどう

を進
すす

めていま

す。 

アンケート調査
ちょうさ

における、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

で知
し

っていることでは、「シルバー人材
じんざい

セ

ンターの運営
うんえい

に関
かん

すること」が 36.5％で最
もっと

も多
おお

くなっています。また、「活動
かつどう

内容
ないよう

につい
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ては知
し

らない」「社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

を知
し

らない」は前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

と比較
ひ か く

すると減少
げんしょう

していますが、

「活動
かつどう

内容
ないよう

については知
し

らない」は「40～60代
だい

」で多
おお

くなっています。 

大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

は、地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

として大
おお

きな役割
やくわり

を担
にな

っていることから、今後
こ ん ご

も町
ちょう

と連携
れんけい

を強化
きょうか

し、地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の活発化
かっぱつか

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

める必要
ひつよう

があります。 

【社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょ う

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

で知って
 し

いること】 

 

「※」の項目は平成 26年調査にはない  

 

 

 

     

36.5

35.5

34.7

33.1

23.0

17.0

16.0

12.8

11.7

11.5

7.9

5.3

0.8

22.4

6.3

35.6

33.1

35.4

24.8

17.3

16.2

18.5

10.8

11.7

9.9

0.7

27.9

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

シルバー人材センターの運営に関すること※

地域福祉活動や町民参加を支援すること

福祉に関する情報の発信

お年寄りの介護や見守りなどに関すること

障がい者に関すること

子どもの育成支援に関すること

福祉教育に関すること

ボランティア育成に関すること

あらゆる相談に応じること

低所得者に関すること

各種団体やサークル等の育成、団体・サークル間の連携を

図ること

権利擁護に関すること

その他

活動内容については知らない

社会福祉協議会を知らない

平成30年（N=617）

平成26年（N=444）
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【今後
こ ん ご

の取
と

り組
く

み】 

① 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

への活動
かつどう

支援
し え ん

と連携
れんけい

強化
きょうか

 

〇大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

を地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

における中核的
ちゅうかくてき

役割
やくわり

を担
にな

う組織
そ し き

として位置
い ち

づけ、積極的
せっきょくてき

な活動
かつどう

展開
てんかい

を期待
き た い

し、支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、連携
れんけい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

 

（４）地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取り組み
 と   く   

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」とは、制度
せ い ど

・分野
ぶ ん や

ごとの「縦割
た て わ

り」や「支
ささ

え手
て

」「受
う

け手
て

」という関係
かんけい

を超
こ

えて、地域
ち い き

住民
じゅうみん

や地域
ち い き

の多様
た よ う

な主体
しゅたい

が「我
わ

が事
こと

」として参画
さんかく

し、人
ひと

と人
ひと

、人
ひと

と資源
し げ ん

が世代
せ だ い

や分野
ぶ ん や

を超
こ

えて『丸
まる

ごと』つながることで、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの暮
く

らしと生
い

きがい、地域
ち い き

をと

もに創
つく

っていく社会
しゃかい

を目指
め ざ

すものです。 

地域
ち い き

のあらゆる住民
じゅうみん

が役割
やくわり

を持
も

ち、支
ささ

え合
あ

いながら、自分
じ ぶ ん

らしく活躍
かつやく

できる地域
ち い き

コミュニ

ティを育成
いくせい

し、公的
こうてき

な福祉
ふ く し

サービスと協働
きょうどう

して助
たす

け合
あ

いながら暮
く

らすことのできる「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。 

このためには、行政
ぎょうせい

や社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、諸団体
しょだんたい

などが横断的
おうだんてき

に連携
れんけい

を図
はか

りながら、住民
じゅうみん

属性 区分 全体

地
域
福
祉
活
動
や
町
民
参
加
を

支
援
す
る
こ
と

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
育
成
に
関
す
る

こ
と

福
祉
教
育
に
関
す
る
こ
と

福
祉
に
関
す
る
情
報
の
発
信

お
年
寄
り
の
介
護
や
見
守
り
な

ど
に
関
す
る
こ
と

障
が
い
者
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
育
成
支
援
に
関
す
る

こ
と

低
所
得
者
に
関
す
る
こ
と

あ
ら
ゆ
る
相
談
に
応
じ
る
こ
と

各
種
団
体
や
サ
ー

ク
ル
等
の
育

成
、

団
体
・
サ
ー

ク
ル
間
の
連

携
を
図
る
こ
と

権
利
擁
護
に
関
す
る
こ
と

シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー

の
運

営
に
関
す
る
こ
と

そ
の
他

活
動
内
容
に
つ
い
て
は
知
ら
ない

社
会
福
祉
協
議
会
を
知
ら
な
い

100.0 27.3 18.2 9.1 27.3 18.2 9.1 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0 9.1 0.0 18.2 27.3
11 3 2 1 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 3

100.0 27.9 11.6 18.6 18.6 30.2 18.6 18.6 7.0 11.6 4.7 2.3 23.3 0.0 20.9 18.6
43 12 5 8 8 13 8 8 3 5 2 1 10 0 9 8

100.0 37.0 13.0 13.0 34.8 37.0 21.7 17.4 6.5 2.2 4.3 4.3 56.5 0.0 17.4 8.7
46 17 6 6 16 17 10 8 3 1 2 2 26 0 8 4

100.0 25.8 13.6 16.7 30.3 33.3 25.8 16.7 10.6 6.1 7.6 7.6 31.8 0.0 27.3 7.6
66 17 9 11 20 22 17 11 7 4 5 5 21 0 18 5

100.0 34.9 8.1 15.1 37.2 38.4 24.4 14.0 10.5 5.8 7.0 7.0 43.0 1.2 25.6 4.7
86 30 7 13 32 33 21 12 9 5 6 6 37 1 22 4

100.0 36.0 12.9 15.7 38.2 30.9 24.7 19.1 15.2 14.0 9.6 5.1 34.8 0.0 26.4 3.9
178 64 23 28 68 55 44 34 27 25 17 9 62 0 47 7

100.0 39.6 13.0 16.2 33.1 31.8 21.4 17.5 10.4 14.3 9.1 4.5 37.7 1.9 18.8 4.5
154 61 20 25 51 49 33 27 16 22 14 7 58 3 29 7

100.0 45.5 21.2 21.2 48.5 39.4 24.2 12.1 18.2 27.3 9.1 9.1 30.3 3.0 9.1 3.0
33 15 7 7 16 13 8 4 6 9 3 3 10 1 3 1

80歳以上

70代

60代

50代

40代

30代

年
齢

10代

20代
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同士
ど う し

のふれあい・交流
こうりゅう

の場
ば

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めるとともに、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

における支
ささ

え合
あ

い・助
たす

け

合
あ

いのネットワークづくりを推進
すいしん

して行
い

かなければなりません。 

【今後
こ ん ご

の取
と

り組
く

み】 

① 住民
じゅうみん

同士
ど う し

のふれあい・交流
こうりゅう

の場
ば

の推進
すいしん

 

〇地域
ち い き

で、子
こ

どもから高齢者
こうれいしゃ

まで、また、障
しょう

がいの有無
う む

等
とう

にかかわらず、様々
さまざま

な住民
じゅうみん

同士
ど う し

が交流
こうりゅう

できる場
ば

・機会
き か い

づくりを推進
すいしん

します。 

② 生活
せいかつ

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

〇生活
せいかつ

支援
し え ん

コーディネーター（地域
ち い き

支
ささ

え合
あ

い推進員
すいしんいん

）を配置
は い ち

し、高齢者
こうれいしゃ

を支
ささ

える体制
たいせい

づく

りを推進
すいしん

します。 
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施策
し さ く

目標
もくひょう

３ みんなで守
まも

りあう地域
ち い き

づくり 

 

（１）災害
さいがい

対策
たいさく

の強化
きょうか

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

火災
か さ い

や地震
じ し ん

など災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

において、高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がいのある人
ひと

など要配慮者
ようはいりょしゃ

は迅速
じんそく

な

対応
たいおう

が難
むずか

しく、生命
せいめい

や身体
しんたい

の危険
き け ん

に直結
ちょっけつ

するため、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の救 出
きゅうしゅつ

・救護
きゅうご

体制
たいせい

、被災後
ひ さ い ご

の支援
し え ん

体制
たいせい

が重視
じゅうし

されています。 

本町
ほんちょう

では、避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の整備
せ い び

をはじめ、自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

の育成
いくせい

・支援
し え ん

、防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の情報
じょうほう

連絡
れんらく

体制
たいせい

などの地域
ち い き

での防災
ぼうさい

体制
たいせい

強化
きょうか

を図
はか

っています。 

また、町
ちょう

、大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

が連携
れんけい

し、要配慮者
ようはいりょしゃ

の把握
は あ く

など

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

対策
たいさく

に取
と

り組
く

んでいます。 

アンケート調査
ちょうさ

では、今後
こ ん ご

重要
じゅうよう

だと思
おも

う保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

施策
し さ く

において、「緊急
きんきゅう

時
じ

・災害
さいがい

時
じ

に地域
ち い き

で助
たす

け合
あ

う仕組
し く

みづくり」が第
だい

１位
い

に挙
あ

げられるなど、住民
じゅうみん

の災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

への関心
かんしん

が高
たか

く

なっています。 

また、災害
さいがい

弱者
じゃくしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

に必要
ひつよう

な体制
たいせい

については、「行政
ぎょうせい

、区
く

、社協
しゃきょう

等
とう

の新
あら

たなネ

ットワークづくり」が 35.0％で最
もっと

も多
おお

く、住民
じゅうみん

、地域
ち い き

も含
ふく

めた共助
きょうじょ

の体制
たいせい

づくりが求
もと

め

られていることがうかがえます。災害
さいがい

対策
たいさく

の強化
きょうか

にあたっては、高齢化
こうれいか

や核家族化
か く か ぞ く か

の進行
しんこう

に

より、ひとり暮
く

らし高齢者
こうれいしゃ

や高齢者
こうれいしゃ

夫婦
ふ う ふ

世帯
せ た い

が増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にある中
なか

、要
よう

配慮者
はいりょしゃ

を意識
い し き

した防災
ぼうさい

施策
し さ く

の推進
すいしん

などが必要
ひつよう

です。 
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【今後
こ ん ご

重要
じゅうよう

だと思う
おも

保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

施策
し さ く

】 

 

 

 

【災害
さいがい

弱者
じゃくしゃ

に対する
たい

支援
 しえん

に必要
ひつよう

な体制
たいせい

について】 

 

【今後
こ ん ご

の取
と

り組
く

み】 

① 災害
さいがい

時
じ

に支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

の把握
は あ く

 

〇要配慮者
ようはいりょしゃ

のうち、災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

に特
とく

に支援
し え ん

が必要
ひつよう

と思
おも

われる在宅
ざいたく

の高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

を作成
さくせい

し定期的
ていきてき

な更新
こうしん

を行
おこな

います。 

② 支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

〇平常
へいじょう

時
じ

から避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

本人
ほんにん

からの同意
ど う い

を得
え

て、地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

に定
さだ

める範囲内
はんいない

で

民生
みんせい

委員
い い ん

や自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

などの避難
ひ な ん

支援者
しえんしゃ

に情報
じょうほう

を提供
ていきょう

し、実効性
じっこうせい

のある支援
し え ん

体制
たいせい

の

整
せい

備
び

に努
つと

め、住民
じゅうみん

及
およ

び地域
ち い き

、行政
ぎょうせい

が一体
いったい

となった地域
ち い き

づくりの構築
こうちく

に努
つと

めます。 

43.6

42.6

42.5

32.4

18.8

18.8

16.9

16.7

15.2

15.1

11.7

8.9

8.1

6.8

5.5

2.6

0% 20% 40% 60%

緊急時や災害時に身近な地域で助け合う仕組みを作る

社会保障制度（年金・保険など）の安定を図る

保健や福祉に関する情報提供を充実させる

身近な場所で相談できる窓口を増やす

自由に交流できる場を用意する

地域での活動の中心となる人材を育てる

多様な要望に応えられるよう豊富な種類のサービスの用意

健康づくり活動や健康教育を充実させる

保健や福祉に関する関心が高められるような啓発を行う

サービスを提供する事業者を増やす

公共の場のバリアフリー化を進める

ボランティア活動を資金面で支援する

人権を守る制度の普及を図る

ボランティア活動の拠点を整備する

現状のままでよい

その他
n=617

35.0 19.8 18.6 6.6 14.3
1.0

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=617

行政、民生委員・児童委員、地区、社会福祉協議会の連携を深め、新たなネットワークをつくり、支援を行う

行政が要支援者（支援を必要とする人）名簿を整備し、自主防災組織など地域の助け合い活動のなかで支援を行う

民生委員・児童委員や地区を中心として、要支援者の名簿を整備し、地域の助け合い活動のなかで支援を行う

社会福祉協議会が中心となり、地域ボランティア活動のなかで支援を行う

わからない
その他

無回答
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〇避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

に必要
ひつよう

な個々
こ こ

の身体
しんたい

状 況
じょうきょう

や生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

するため、

避難
ひ な ん

支援
し え ん

個別
こ べ つ

計画
けいかく

の作成
さくせい

推進
すいしん

を図
はか

ります。 

〇避難所
ひなんしょ

における良好
りょうこう

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

を確保
か く ほ

できるよう避難所
ひなんしょ

運営
うんえい

マニュアル等
とう

を作成
さくせい

し、

きめ細
こま

やかな支援
し え ん

ができるように努
つと

めます。 

③ 自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

の結成
けっせい

促進
そくしん

 

〇地域
ち い き

の実情
じつじょう

を把握
は あ く

している地域
ち い き

住民
じゅうみん

同士
ど う し

が役割
やくわり

を決
き

め、助
たす

けあう自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

の活動
かつどう

が人的
じんてき

被害
ひ が い

を最小限
さいしょうげん

に止め
とど  

ることとなることから、組織
そ し き

の中心
ちゅうしん

となる人材
じんざい

育成
いくせい

や組織
そ し き

結成
けっせい

に向
む

けた支援
し え ん

体制
たいせい

に努
つと

めます。 
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（２）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

や知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

の中
なか

には、財産
ざいさん

の管理
か ん り

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

で生
しょう

じる契約
けいやく

など、

判断
はんだん

が求
もと

められる行為
こ う い

を行
おこな

う時
とき

に、不利益
ふ り え き

を被
こうむ

る人
ひと

がいます。こうした人
ひと

たちの権利
け ん り

を守
まも

るため、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

や地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

があります。 

本町
ほんちょう

では、大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

をはじめ各種
かくしゅ

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、児童
じ ど う

や高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

を中心
ちゅうしん

とした虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

や人権
じんけん

侵害
しんがい

の対応
たいおう

を図
はか

るため、本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

、地域
ち い き

を対象
たいしょう

とした各種
かくしゅ

事業
じぎょう

を進
すす

めてきました。 

しかし、アンケート調査
ちょうさ

をみると、児童
じ ど う

・高齢者
こうれいしゃ

・障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

などの通報
つうほう

義務
ぎ む

が住民
じゅうみん

にあることを「知
し

らない」が 43.1％と４割
わり

以上
いじょう

を占
し

め、また、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

やあんしんサポ

ートについても「どちらも初
はじ

めて聞
き

いた」という回答
かいとう

が 22.7％と 2割
わり

程度
て い ど

となっているな

ど、権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する制度
せ い ど

の認知度
に ん ち ど

が高
たか

いとはいえない状 況
じょうきょう

です。 

今後
こ ん ご

、高齢化
こうれいか

の進行
しんこう

に伴
ともな

い、認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

が増加
ぞ う か

し、福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

援助
えんじょ

や日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

管理
か ん り

などに関
かん

する相談
そうだん

の増加
ぞ う か

が予想
よ そ う

されます。 

これらを踏
ふ

まえ、本町
ほんちょう

においても成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

のもと、

福祉
ふ く し

サービス利用者
りようしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

をより一層
いっそう

充実
じゅうじつ

していくことが求
もと

められます。 

また、障
しょう

がいの有無
う む

によってわけ隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

い

ながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、平成
へいせい

28 年４月
がつ

に施行
し こ う

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

に基
もと

づ

き、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための施策
し さ く

及
およ

び合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

が必要
ひつよう

です。 
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【児童
じ ど う

・高齢者
こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

などの通報
つうほう

義務
ぎ む

】 

 

 

【成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

、あんしんサポートの認知度
に ん ち ど

】 

 
 

【今後
こ ん ご

の取
と

り組
く

み】 

①  児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

・発見
はっけん

・保護
ほ ご

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

〇大町町
おおまちちょう

要保護
よ う ほ ご

児童
じ ど う

問題
もんだい

対策
たいさく

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

を中心
ちゅうしん

に、要
よう

保護
ほ ご

児童
じ ど う

の予防
よ ぼ う

・発見
はっけん

・保護
ほ ご

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

〇児童
じ ど う

相談所
そうだんしょ

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、被害
ひ が い

児童
じ ど う

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

のカウンセリング体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

② 高齢者
こうれいしゃ

・障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

 

〇法律
ほうりつ

の規定
き て い

に基
もと

づき、重
じゅう

大
だい

な虐待
ぎゃくたい

の恐
おそ

れがある家庭
か て い

及
およ

び施設
し せ つ

に対
たい

して必要
ひつよう

な措置
そ ち

を

行
おこな

います。 

〇住民
じゅうみん

や介護
か い ご

従事者
じゅうじしゃ

等
とう

に対
たい

し、虐待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

とその早期
そ う き

発見
はっけん

、通報先
つうほうさき

等
とう

についての周知
しゅうち

を

行
おこな

うとともに、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、愛
あい

の一声
ひとこえ

協 力 者
きょうりょくしゃ

、高齢者
こうれいしゃ

見守
み ま も

り協 力
きょうりょく

事業所
じぎょうしょ

、

介護
か い ご

・医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

等
とう

との連携
れんけい

を図
はか

り、虐待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

・早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

めます。また、虐待
ぎゃくたい

の通報
つうほう

を受
う

けた場合
ば あ い

は適切
てきせつ

な対応
たいおう

を行
おこな

い、被
ひ

虐待者
ぎゃくたいしゃ

及
およ

び養護者
ようごしゃ

等
とう

の支援
し え ん

を図
はか

ります。 

55.1 43.1 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=617

知っている 知らなかった 無回答

20.4 54.6 22.7 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=617

制度の内容まで知っている（両方でも、どちらか一方でも）
聞いたことはあるが、内容までは知らない（両方でも、どちらか一方でも）
どちらも初めて聞いた
無回答
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③ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

の利用
り よ う

促進
そくしん

 

〇認
にん

知症
ちしょう

高齢者
こうれいしゃ

や知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

、精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

など判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

ではない方
かた

へ福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

手続
てつづき

援助
えんじょ

や日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

管理
か ん り

等
とう

を行
おこな

います。 

 また、国
くに

が策定
さくてい

した成年
せいねん

後見
こうけん

利用
り よ う

促進
そくしん

事業
じぎょう

計画
けいかく

に基
もと

づき、地域
ち い き

連携
れんけい

ネットワークの構
こう

築
ちく

に向
む

け、関係
かんけい

団体
だんたい

との協議
きょうぎ

を行
おこな

います。 

④ 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

 

〇パンフレットに掲載
けいさい

し配布
は い ふ

するとともに、ホームページ等
とう

にも掲載
けいさい

し周知
しゅうち

と利用
り よ う

促進
そくしん

を

図
はか

ります。 

⑤ 障
しょう

がい者
しゃ

の差別
さ べ つ

解消
かいしょう

 

〇パンフレットに掲載
けいさい

し配布
は い ふ

を行
おこな

い、障
しょう

がい者
しゃ

への差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に関
かん

する啓発
けいはつ

に努
つと

めると

ともに、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を図
はか

ります。 
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（３）安全
あんぜん

・安心
あんしん

な地域
ち い き

づくりの推進
すいしん

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

交通
こうつう

事故
じ こ

は全国的
ぜんこくてき

に減少
げんしょう

傾向
けいこう

にありますが、高齢者
こうれいしゃ

の死亡
し ぼ う

事故
じ こ

の割合
わりあい

が高
たか

く、その安全
あんぜん

対策
たいさく

の強化
きょうか

が強
つよ

く求
もと

められています。 

また、子
こ

どもや高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

など社会的
しゃかいてき

弱者
じゃくしゃ

が被害者
ひがいしゃ

となる凶悪
きょうあく

犯罪
はんざい

の発生
はっせい

、

高齢者
こうれいしゃ

などを狙
ねら

った犯罪
はんざい

の多様化
た よ う か

、巧妙化
こうみょうか

を背景
はいけい

に防犯
ぼうはん

体制
たいせい

の強化
きょうか

が強
つよ

く求
もと

められています。 

本
ほん

町
ちょう

では、防犯
ぼうはん

対策
たいさく

として、警察
けいさつ

などの関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

と連携
れんけい

し、学校
がっこう

での啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

をはじめ、「子
こ

ども 110番
ばん

の家
いえ

」活用
かつよう

促進
そくしん

、子
こ

ども安心
あんしん

安全
あんぜん

メールや防犯
ぼうはん

メール発信
はっしん

事業
じぎょう

、

巡回
じゅんかい

パトロールの実施
じ っ し

などに努
つと

めてきました。また、交通
こうつう

事故
じ こ

の防止
ぼ う し

に向
む

け、警察
けいさつ

や関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

との連携
れんけい

のもと、幼児
よ う じ

から高齢者
こうれいしゃ

までを対象
たいしょう

とした交通
こうつう

安全
あんぜん

教育
きょういく

や広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

し、交通
こうつう

安全
あんぜん

意識
い し き

の高揚
こうよう

に努
つと

めるとともに、交通
こうつう

安全
あんぜん

施設
し せ つ

の整備
せ い び

や道路
ど う ろ

環境
かんきょう

の

向上
こうじょう

に努
つと

めています。 

今後
こ ん ご

も、多様化
た よ う か

巧妙化
こうみょうか

する犯罪
はんざい

を未然
み ぜ ん

に防止
ぼ う し

するため、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの防犯
ぼうはん

意識
い し き

の高揚
こうよう

や地域
ち い き

ぐるみでの防犯
ぼうはん

活動
かつどう

の促進
そくしん

に努
つと

めるとともに、住民
じゅうみん

のだれもが交通
こうつう

事故
じ こ

の被害者
ひがいしゃ

に

も加害者
かがいしゃ

にもならないよう、交通
こうつう

安全
あんぜん

意識
い し き

の高揚
こうよう

と交通
こうつう

安全
あんぜん

施設
し せ つ

の整備
せ い び

を進
すす

めていく必要
ひつよう

が

あります。 

【今後
こ ん ご

の取
と

り組
く

み】 

① 地域
ち い き

での防犯
ぼうはん

・交通
こうつう

安全
あんぜん

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

〇「広報
こうほう

おおまち」等
とう

を通
つう

じて、防犯
ぼうはん

や交通
こうつう

事故
じ こ

防止
ぼ う し

に向
む

けた啓発
けいはつ

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

を図
はか

りま

す。 

〇住民
じゅうみん

との連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

による交通
こうつう

安全
あんぜん

活動
かつどう

を推進
すいしん

し、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で交
こう

通
つう

事故
じ こ

を防止
ぼ う し

する

地域
ち い き

づくりを推進
すいしん

します。 
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〇地域
ち い き

コミュニティ意識
い し き

の向上
こうじょう

を図
はか

り、子
こ

どもの見守
み ま も

りや空き巣
あ  す

防止
ぼ う し

等
とう

につながる

自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

を促進
そくしん

します。 

〇関係
かんけい

機関
き か ん

、家庭
か て い

、学校
がっこう

、企業
きぎょう

等
とう

の連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

り、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で犯罪
はんざい

を未然
み ぜ ん

に防
ふせ

ぐ体制
たいせい

づ

くりに努
つと

めます。 

〇悪質
あくしつ

商法
しょうほう

等
とう

被害
ひ が い

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

と発生後
はっせいご

の適切
てきせつ

な対応
たいおう

のため、県
けん

消費
しょうひ

生活
せいかつ

センター等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、情報
じょうほう

提供
ていきょう

と相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

② 子
こ

どもの安全
あんぜん

の確保
か く ほ

 

〇通学
つうがく

路
ろ

交通
こうつう

安全
あんぜん

プログラムに基
もと

づき、定期的
ていきてき

な通学
つうがく

路
ろ

点検
てんけん

を行
おこな

います。 

〇警察
けいさつ

署
しょ

等
とう

と連携
れんけい

のもと、子
こ

どもが交通
こうつう

事故
じ こ

の被害者
ひがいしゃ

とならないように、小中学校
しょうちゅうがっこう

での

交通
こうつう

安全
あんぜん

教室
きょうしつ

を開催
かいさい

します。子
こ

どもが犯罪
はんざい

に遭
あ

わないよう、小中学校
しょうちゅうがっこう

での防犯
ぼうはん

教室
きょうしつ

を開催
かいさい

します。 

〇子
こ

ども安心
あんしん

安全
あんぜん

メールや防犯
ぼうはん

メール発信
はっしん

事業
じぎょう

など、子
こ

どもの安全
あんぜん

確保
か く ほ

等
とう

のための情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

います。 

〇学校
がっこう

や地域
ち い き

の組織
そ し き

と協 力
きょうりょく

して、ため池
いけ

等
とう

、危険
き け ん

箇所
か し ょ

のパトロールを実施
じ っ し

します。 

〇青色
あおいろ

灯
とう

パトロール隊
たい

などを結成
けっせい

し、定期的
ていきてき

な防犯
ぼうはん

パトロールを行える
おこな

よう検討
けんとう

します。 

〇犯罪
はんざい

からの児童
じ ど う

の緊急
きんきゅう

避難
ひ な ん

の場
ば

として、住民
じゅうみん

と連携
れんけい

し、「子
こ

ども 110番
ばん

の家
いえ

」の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
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第
だい

５章
しょう

 計画
けいかく

推進
すいしん

のために 
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第
だい

５章
しょう

 計画
けいかく

推進
すいしん

のために 

１ 協働
きょうどう

による計画
けいかく

の推進
すいしん

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

の主役
しゅやく

は、地域
ち い き

で生活
せいかつ

している住民
じゅうみん

全員
ぜんいん

であり、自分
じ ぶ ん

たちの住
す

む地域
ち い き

を支
ささ

えあい、

助
たす

けあいのできる地域
ち い き

づくりには、行政
ぎょうせい

だけの取
と

り組
く

みでは十分
じゅうぶん

ではなく、住民
じゅうみん

との協働
きょうどう

が

不可欠
ふ か け つ

です｡ 

また、地域
ち い き

では、それぞれの地域
ち い き

に応
おう

じた多様
た よ う

な福祉
ふ く し

ニーズがあることから、それらに対応
たいおう

し

ていくためには、地域
ち い き

で活動
かつどう

する自治会
じ ち か い

やボランティア団体
だんたい

、ＮＰＯ法人
ほうじん

、事業所
じぎょうしょ

など多様
た よ う

な担
にな

い手
て

の活動
かつどう

が必要
ひつよう

です。 

本計画
ほんけいかく

の推進
すいしん

にあたっては、地域
ち い き

福祉
ふ く し

を担う
にな  

多様
た よ う

な主体
しゅたい

が、相互
そ う ご

に連携
れんけい

を図
はか

り、それぞれの役割
やくわり

を果
は

たしながら取り組む
と  く  

ことが求
もと

められます。 

 

２ 計画
けいかく

の周知
しゅうち

・普及
ふきゅう

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するためには、本計画
ほんけいかく

の目標
もくひょう

や取り組
と  く

みについて、住民
じゅうみん

をはじめ、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、地域
ち い き

で活動
かつどう

する各種
かくしゅ

団体
だんたい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、町
ちょう

職員
しょくいん

など計画
けいかく

に関係
かんけい

するすべての人
ひと

が共通
きょうつう

の理解
り か い

を持
も

つことが必要
ひつよう

です。 

このため、「広報
こうほう

おおまち」やホームページ、パンフレット等
とう

を通
つう

じて、計画
けいかく

内容
ないよう

を広く
ひろ  

住民
じゅうみん

に周知
しゅうち

し、普及
ふきゅう

に努
つと

めます。 

 

３ 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

は、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

を目的
もくてき

とするさまざまな事業
じぎょう

や普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

、助成
じょせい

などを行
おこな

うこと

により地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図る
はか  

団体
だんたい

です。社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

において、地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

の中心的
ちゅうしんてき

役割
やくわり

を担
にな
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う団体
だんたい

として位置
い ち

づけられています。 

本計画
ほんけいかく

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するために、地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

への住民
じゅうみん

の参加
さ ん か

とともに、計画
けいかく

の各分野
かくぶんや

で

大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

が担う
にな  

役割
やくわり

が大
おお

きくなってきます。 

このため、大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と相互
そ う ご

に連携
れんけい

しながら、本計画
ほんけいかく

に基
もと

づく各施策
かくしさく

を推進
すいしん

しま

す。 
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４ 計画
けいかく

の点検
てんけん

・見直
み な お

し 

計画
けいかく

に盛り込んだ
も  こ   

施策
し さ く

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

については、ＰＤＣＡサイクルに基
もと

づき、実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の

点検
てんけん

や評価
ひょうか

を行
おこな

い、必要
ひつよう

な場合
ば あ い

は、取
と

り組
く

み内容
ないよう

の見直
み な お

しを行
おこな

っていきます。 

また、本計画
ほんけいかく

は地域
ち い き

の多様
た よ う

なニーズに幅広く
はばひろ  

対応
たいおう

するため各関係
かくかんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

が必要
ひつよう

なことから、

行政
ぎょうせい

はその総合的
そうごうてき

な把握
は あ く

に努
つと

めるとともに、庁内
ちょうない

担当課
たんとうか

は各施策
かくしさく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、

庁内
ちょうない

関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

 

 

 

〇「PDCAサイクル」とは、さまざまな分野
ぶ ん や

・領域
りょういき

における品質
ひんしつ

改善
かいぜん

や業務
ぎょうむ

改善
かいぜん

などに広
ひろ

く活用
かつよう

されているマネジ

メント手法
しゅほう

で、「PLAN（計画
けいかく

）」「DO（実施
じ っ し

）」「CHECK（確認
かくにん

）」「ACTION（改善
かいぜん

）」のプロセスを順
じゅん

に実施
じ っ し

してい

くものです。 
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資料編
しりょうへん
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資料編
しりょうへん

 

１ 策定
さくてい

委員会
いいんかい

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

 
 

 

大町町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

(平成 11 年 9 月 1 日規程第 27 号) 

改正 平成 25 年 3 月 22 日規程第 4 号  

平成 28 年 3 月 23 日規程第 22 号 

 

(設置) 

第 1 条 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条に規定する市町村地域福祉計画（以下「計

画」という。）の策定にあたり、広く町民の意見を反映するため、大町町地域福祉計画策定委員会(以

下「委員会」という。)を設置する。 

 

(所掌事務) 

第 2 条 委員会は、計画策定にあたってその内容を審議検討し、計画づくりのため具体的方策につい

て助言等を行うものとする。 

 

(組織) 

第 3 条 委員会は、12 名以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げるものの中から町長が委嘱する。 

(1) 議会代表 

(2) 区長会代表 

(3) 老人会代表 

(4) 婦人会代表 

(5) 民生委員代表 

(6) 障害者代表 

(7) 母子保健推進委員代表 

(8) 福祉施設代表 

(9) ボランティア団体代表 

(10) 社会福祉協議会代表 

(11) 行政機関代表 

(12) 学識経験のある者 

3 委員の任期は、計画策定終了までの期間とする。 

 

(委員長及び副委員長) 

第 4 条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

(会議) 

第 5 条 委員会は委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。 

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

4 委員会は、必要に応じて関係者の出席者を求め、その意見を聴くことができる。 

 

(報酬) 

第 6 条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。 
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(庶務) 

第 7 条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

(補則) 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 25 年 3 月 22 日規程第 4 号) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 28 年 3 月 23 日規程第 22 号) 

この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

 

  



 

59 

２ 大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 
 

◎＝委員長
いいんちょう

 〇＝副委員長
ふくいいんちょう

  

所属
しょぞく

 氏名
し め い

 区分
く ぶ ん

 

大町町
おおまちちょう

議会
ぎ か い

 藤瀬
ふ じ せ

 都子
み や こ

 議会
ぎ か い

代表
だいひょう

 

大町町
おおまちちょう

区長会
くちょうかい

 ◎ 城戸
き ど

 英明
ひであき

 区長会
くちょうかい

代表
だいひょう

 

大町町
おおまちちょう

老友会
ろうゆうかい

 堅固
け ん ご

 勲
いさお

 老友会
ろうゆうかい

代表
だいひょう

 

大町町
おおまちちょう

婦人会
ふじんかい

 〇 武村
たけむら

 妃
ひ

呂子
ろ こ

 婦人会
ふじんかい

代表
だいひょう

 

大町町
おおまちちょう

民生
みんせい

児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

 髙
たか

尾
お

 俊夫
と し お

 民生
みんせい

委員
い い ん

代表
だいひょう

 

大町町
おおまちちょう

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

交友会
こうゆうかい

 宮田
み や た

 美由紀
み ゆ き

 障害者
しょうがいしゃ

代表
だいひょう

 

大町町
おおまちちょう

母子
ぼ し

保健
ほ け ん

推進
すいしん

委員
い い ん

 三根
み ね

 由美子
ゆ み こ

 母子
ぼ し

保健
ほ け ん

推進
すいしん

委員
い い ん

代表
だいひょう

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

聖
せい

仁会
じんかい

 黒岩
くろいわ

 正孝
まさたか

 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

代表
だいひょう

 

大町町
おおまちちょう

ボランティア連絡協
れんらくきょう

議会
ぎかい

 古賀
こ が

 淳子
あ つ こ

 ボランティア団体
だんたい

代表
だいひょう

 

大町町
おおまちちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 千々岩
ち ぢ い わ

 正博
まさひろ

 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

代表
だいひょう

 

杵
きね

藤
ふじ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

 山口
やまぐち

 正浩
まさひろ

 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

代表
だいひょう

 

西 九 州
にしきゅうしゅう

大学
だいがく

 滝口
たきぐち

 真
まこと

 学識
がくしき

経験
けいけん

のある者
もの
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３ 策定
さくてい

経緯
け い い

 

 
年
ねん

 月
がつ

 日
にち

 内
ない

 容
よう

 等
など

 

平成
へいせい

30年
ねん

7月
がつ

12日
にち

 

第
だい

１回
かい

大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

・委嘱状
いしょくじょう

交付
こ う ふ

 

・委員長
いいんちょう

、副委員長
ふくいいんちょう

の選任
せんにん

について 

・地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

方針
ほうしん

について 

・アンケート調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

について 

平成
へいせい

30年
ねん

8月
がつ

13日
にち

 

～8月
がつ

27日
にち

 

住民
じゅうみん

アンケート調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

・町内
ちょうない

に居住
きょじゅう

する 18歳
さい

以上
いじょう

の男女
だんじょ

1,500名
めい

を無作為
む さ く い

抽 出
ちゅうしゅつ

 

・郵送法
ゆうそうほう

により実施
じ っ し

 

・有効
ゆうこう

回収
かいしゅう

数
すう

617票
ひょう

、有効
ゆうこう

回収率
かいしゅうりつ

41.1％ 

平成
へいせい

30年
ねん

11月
がつ

9日
にち

 

第
だい

２回
かい

大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

・大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の検証
けんしょう

 

・大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

・大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

パブリックコメントの実施
じ っ し

（案
あん

） 

平成
へいせい

30年
ねん

12月
がつ

19日
にち

 
第
だい

３回大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

・大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（案
あん

）の検討
けんとう

 

平成
へいせい

31年
ねん

1月
がつ

7日
にち

 

～1月
がつ

31日
にち

 
大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

パブリックコメントの実施
じ っ し

 

平成
へいせい

31年
ねん

2月
がつ

13日
にち

 

第
だい

４回大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

・大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（案
あん

）の検討
けんとう

 

・大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

パブリックコメント結果
け っ か

に関して
かん

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大町町
おおまちちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
 

平成
へいせい

31年
ねん

3月
がつ

 

 

発行
はっこう

 大町町
おおまちちょう

 

編集
へんしゅう

 大町町
おおまちちょう

福祉課
ふ く し か

 

〒849-2101 

佐賀県
さ が け ん

杵島郡
きしまぐん

大町町
おおまちちょう

大字
おおあざ

大町
おおまち

5017番地
ば ん ち

 

電話
で ん わ

 0952-82-3185 

FAX 0952-82-3060 

ホ－ムペ－ジ http：//www.town.omachi.saga.jp 

 

 

 


