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１ 計画策定の趣旨 
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地域福祉とは・・・・ 

 
 

 

２ 計画の位置づけと計画期間 
 

（１）関連法令 
107  

 

 

 

 
 

（２）関連計画 
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図 地域福祉計画の位置づけ 
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（３）計画期間 
26 30  

 
地域福祉（活動）計画の計画期間 

 
平成 
21 年度 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

 

 

３ 計画の策定方法 
 

 

20 1,000

 

第４次八百津町総合計画 

第３期地域福祉（活動）計画 

健康増進計画 

老人福祉計画・ 
介護保険事業計画 

第２期地域福祉（活動）計画 

障がい者福祉計画 

次世代育成支援行動計画 
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１ 統計調査からみる八百津町の現状 
 

（１） 年齢区分別人口の推移 
24 11,987  

0 14 15 64

65 24 9 30

3,976  
 

年齢区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：昭和 60 年～平成 22 年は国勢調査、平成 24 年は住民基本台帳（9月 30 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,027 2,591 2,261 1,923 1,600 1,393 1,121

9,637 9,245 8,693 8,047 7,448 6,736 6,890

2,551 2,895 3,369
3,662

3,887
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0～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口） 65歳以上（老年人口）

（人）
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（２） 年少人口率・生産年齢人口率・高齢化率の推移 
60 24 24

9.4 57.5

24 33.2

 

 

年齢区分別の人口率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：昭和 60 年～平成 22 年は国勢調査、24 年は住民基本台帳（9月 30 日） 

63.3 62.8 60.7 59.0 57.6 55.9 57.5

16.8 19.7
23.5

32.5 33.2

11.6 9.414.1 12.415.817.619.9
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0～14歳（年少人口率） 15～64歳（生産年齢人口率） 65歳以上（老年人口率）

（％）
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（３） 各地区の人口 
4,086

394 503

3,500  

33

31 50.0  
 

各地区の人口 

 
年齢区分 

地区名 区分 
0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 

総数 

人口（人） 391 2,109 1,586 4,086
八百津 

割合（％） 9.6 51.6 38.8 100

人口（人） 284 1,213 585 2,082
伊岐津志 

割合（％） 13.6 58.3 28.1 100

人口（人） 430 2,185 997 3,612
和知 

割合（％） 11.9 60.5 27.6 100

人口（人） 102 659 542 1,303
久田見 

割合（％） 7.8 50.6 41.6 100

人口（人） 24 207 163 394
福地 

割合（％） 6.1 52.5 41.4 100

人口（人） 26 263 214 503
潮南 

割合（％） 5.2 52.3 42.5 100

資料：住民基本台帳（平成 25 年 9 月 30 日現在） 

 

八百津町（全体）の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 21 年～25 年の実績人口（住民基本台帳による）を基に推計 
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八百津地区の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 

伊岐津志地区の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

和知地区の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

0～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口）

65歳以上（老年人口） 高齢化率
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65歳以上（老年人口） 高齢化率
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65歳以上（老年人口） 高齢化率
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久田見地区の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 

福地地区の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 
潮南地区の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

0～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口）

65歳以上（老年人口） 高齢化率
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（４）人口動態 
21

 
 

人口動態 

単位：人 
自然動態 社会動態 

 
現在 
人口 

出生 死亡 増減 転入 転出 増減

人口
増減

人口 
増加率

前年
人口

平成 21 年 12,281 55 179 △124 303 364 △61 △185 △1.48 12,466

平成 22 年 12,049 65 169 △104 283 362 △79 △183 △1.49 12,281

平成 23 年 11,828 58 166 △108 219 328 △109 △217 △1.80 12,049

平成 24 年 11,668 71 190 △119 277 318 △41 △160 △1.35 11,828

資料：県統計課「県人口動態統計調査」（各年 10 月 1 日） 

 

 

 

 

（５）世帯の動向 

① 一般世帯と一世帯あたりの平均世帯人員 
22 3,989

 
 

一般世帯数と一世帯あたりの平均世帯人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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② 子どものいる世帯 
18

22

60  
 

子どものいる世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

③ 高齢者のいる世帯 
22 2,482  

 
 

高齢者のいる世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

688 590 513 474 373 313
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（６）就業の動向 

① 労働力状態別人口の推移 
22 6,020

24

5.01 20  

 
労働力状態別人口の推移 

 
区分 昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年

15 歳以上総数（人） 12,188 12,140 12,062 11,709 11,335 10,652

労働力総数（人） 8,002 7,594 7,381 6,935 6,584 6,020

就業者数（人） 7,879 7,443 7,169 6,683 6,358 5,718

完全失業者数（人） 123 151 212 252 226 302

 

完全失業率（％） 1.54 1.99 2.87 3.63 3.43 5.01

 

非労働力（人） 4,181 4,544 4,680 4,771 4,736 4,619

資料：国勢調査 

 

 

② 産業別就業人口割合の推移 

22 53.6

 
 

産業別就業人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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２ 八百津町の福祉の動向 
 

（１）社会福祉施設の配置状況 
25

 
 

町内社会福祉施設の配置状況 

 
八百津町 

区分 
八百津 伊岐津志 和知 久田見 福地 潮南 

養護老人ホーム １

特別養護老人ホーム １

通所介護事業所 

（老人デイサービスセンター） 
3 １ １

地域包括支援センター １

高齢者

関係 

指定事業者 

（短期入所） 
１

障がい福祉施設 2 2障がい

者関係 児童発達支援事業施設 １

子育て支援センター １

保育園 １ １ １ １  １

小学校 １ １ １ １ １

児童関

係 

中学校 １ １

保健センター １
その他 

福祉センター １

資料：八百津町 

 

（２）保育園の在園児数 
25 330 234

3 34  
 

保育園の在園児数 

単位：人 
保育園名 定員 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 合計 

八百津保育園 90 0 1 9 22 19 27 78

錦津保育園 80 0 2 8 16 15 15 56

久田見保育園 40 0 2 2 3 6 2 15

潮南保育園 30 0 0 0 0 1 1 2

和知保育園 90 0 6 4 26 20 26 82

管外  1 1

小計 330 0 11 23 67 62 71 234

資料：八百津町 
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（３）小学校の在校生数 
25 5 555

2 61 100  
 

小学校の在校生数 

単位：人 
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 

小学校名 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

八百津小学校 13 16 29 4 10 14 18 17 35 11 14 25 

和知小学校 22 13 35 18 7 25 16 17 33 19 20 39 

錦津小学校 7 14 21 6 7 13 12 11 23 18 7 25 

久田見小学校 4 3 7 5 3 8 7 4 11 5 9 14 

潮見小学校 2 1 3 0 1 1 1 0 1 2 0 2 

小学校在校生（計） 48 47 95 33 28 61 54 49 103 55 50 105 

５年生 ６年生 合計   
小学校名 

男 女 計 男 女 計 男 女 計   

八百津小学校 21 9 30 12 16 28 79 82 161   

和知小学校 16 19 35 15 11 26 106 87 193   

錦津小学校 11 14 25 10 18 28 64 71 135   

久田見小学校 2 5 7 4 3 7 27 27 54   

潮見小学校 1 1 2 1 2 3 7 5 12   

小学校在校生（計） 51 48 99 42 50 92 283 272 555   

資料：八百津町 

 

（４）中学校の在校生数 
25 5 331

1 95 2 122 3 114  
 

中学校の在校生数 

単位：人 
１年生 ２年生 ３年生 合計 

中学校名 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

八百津中学校 41 42 83 49 60 109 54 43 97 144 145 289 

八百津東部中学校 10 2 12 6 7 13 8 9 17 24 18 42 

中学校在校生（計） 51 44 95 55 67 122 62 52 114 168 163 331 

資料：八百津町 
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（５）支援を必要とする人の動向 
24 667

129 2 115  
 

 要介護認定者数 

 
区分 平成 20 

年度 
平成 21 
年度 

平成 22 
年度 

平成 23 
年度 

平成 24 
年度 

要介護認定者数（人） 449 485 536 564 667

１ 79 85 81 86 95

２ 53 60 73 63 80要支援者（人） 
計 132 145 154 149 175

１ 51 52 78 83 129

２ 79 79 91 111 115

３ 82 96 88 88 97

４ 71 75 91 90 97

５ 34 38 34 43 54

要
介
護
認
定
区
分 

要介護者（人） 

計 317 340 382 415 492

資料：八百津町 

 

 

 
 

 

 

25 649

119 73 28  
 

障がい児・者数の推移 

 
区分 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年

障がい児・者（人） 790 817 812 845 870 869

障がい者（人） 764 795 786 822 839 841

身体障がい者（人） 618 641 634 655 650 649

知的障がい者（人） 93 95 93 101 115 119

 

 

精神障がい者（人） 53 59 59 66 74 73

障がい児（人） 26 22 26 23 31 28

資料：八百津町 
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３ 八百津町の地域活動等の動向 
 

（１）地域の各種団体数等 

① 地域の福祉活動を担う役員等 
 

地域の福祉活動を担う役員等 

 
八百津町 

区分 
八百津 伊岐津志 和知 久田見 福地 潮南 

民生委員・児童委員（人） 10 3 6 5 2 2 

主任児童委員（人）   1 １   

福祉協力員（人） 31 5 17 15 6 5 

福祉活動推進員（人） 31 5 17 15 6 5 

身体障がい者相談員（人） 2 2 2 1 1  

知的障がい者相談員（人）   1    

資料：八百津町 

② 地域の福祉活動団体等 
 

町内のボランティア団体・ＮＰＯ団体数 

 
八百津町 

区分 

八百津 伊岐津志 和知 久田見 福地 潮南 計 

ボランティア団体 5 2 2 1 0 0 26

ＮＰＯ法人 2 0 0 0 0 0 2

※ボランティア団体のうち 16 団体は、地区を限定せずに活動に取り組んでいます。 

資料：八百津町 
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（２）町社会福祉協議会の地域福祉関係事業 
 

町社会福祉協議会が行っている地域福祉関係事業等 

 
八百津町社会福祉協議会業務一覧 

小地域福祉活動の推進、地域福祉懇談会の開催 
地域福祉活動の推進 

民生委員・児童委員との連携、福祉協力員活動の強化、福祉推進員との連携 

ボランティア活動者の発掘、活動支援、活動の普及、啓発 

ボランティア講座の開催 ボランティア活動の推進 

地域ボランティア活動の推進 など 

介護者教室（町委託事業） 

介護者のつどい（町委託事業） 

ふれあいいきいきサロン活動 

児童によるお便り激励事業 

男の料理教室 

在宅福祉の推進 

日常生活自立支援事業 

介護保険等事業 訪問介護事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業 など 

ひとり暮らし高齢者のつどい（共同募金配分金事業） 

ふれあい型配食サービス事業 

軽度生活援助事業（町委託事業） 

福祉用具貸与事業（介護用ベッド、車いす、エアーマット、松葉杖） 

歳末食事サービス事業（共同募金配分金事業） 

歳末お便り激励事業（共同募金配分金事業） 

高齢者福祉 

寝たきりの高齢者に対する布団乾燥サービス事業（共同募金配分金事業） 

育児用品等購入費助成事業（共同募金配分金事業） 

福祉協力園・校の指定と助成 

おもちゃ病院の開設 

学童保育の運営支援 
児童福祉 

産前・産後ヘルパー派遣事業 

障がい者在宅生活自立支援事業 

重度心身障がい者タクシー利用料金助成事業 

重度身体障がい者通院費用助成事業 

視覚障がい者音訳サービス事業（町広報等） 
障がい者福祉 

車いす搭載軽自動車（きぼう）の貸出し 

仲良し親子のつどい（母子・父子家庭親子のつどい） 
母子・父子福祉 

新入学児童・生徒の激励 

災害被災者支援活動 
被災者福祉 

災害見舞金の支給 

生活福祉資金貸付制度 

生活一時資金貸付制度 

心配ごと相談 
資金の貸付制度・相談 

無料法律相談 

町社協広報紙「やおつ福祉だより」を年４回発行（共同募金配分金事業） 
情報提供 

社会福祉大会・福祉映画会の開催・ケーブルテレビなどを使っての広報 

資料：八百津町 



  

18 

 

４ アンケート調査からみる八百津町の現状 
 
（１）町民の地域福祉の意識や地域活動の現状 

① 地域とのかかわりや意識について 
 

○近所付き合いの程度  

59.3

35.6

3.7

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

八百津（錦織） 122

伊岐津志 73

和知 125

久田見 77

福地 43

潮南 42 52.4

37.2

58.4

25.6

23.3

32.8

42.9

55.8

37.7

70.4

68.5

64.8

4.8

7.0

1.3

3.2

6.8

2.5

2.6

0.8

1.4

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

悩みを相談したり、助け合える人がいる

会うとあいさつを交わす程度のつきあいしかない

まったくつきあいはない

無回答

悩みを相談した
り、助け合える人

がいる
35.6%

会うとあいさつを
交わす程度のつき

あいしかない
59.3%

まったくつきあい
はない
3.7%

無回答
1.4%

N=489
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○地域活動への参加状況 

36.8

28.0

17.0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域活動の問題点 

30.0

27.4 24.3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の用事などを
優先して都合がつ
けば参加している

28.0%

無回答
4.1%

できるだけ優先し
て参加している

36.8%

まったく参加して
いない
14.1%

あまり積極的には
参加していない

17.0%

N = 317 ％

若い人が出てこない

なかなか人が集まらない

活動がマンネリ化している

役職がわずらわしい

活動資金が足りない

リーダーシップをとる人が
いない

活動運営の仕方がうまくい
かない

特にない

その他

無回答

30.0

27.4

24.3

17.0

9.1

6.6

0.9

17.0

6.3

16.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N=489
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○地域活動の輪を広げるために必要なこと 

24.7

22.5 21.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「ふれあいいきいきサロン」について 

59.1 29.0

7.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 489 ％

活動費の支援

情報の提供・入手

広報・回覧板などでの参
加呼びかけ

人材・リーダーの育成

各種イベントの企画・開催

活動者間の情報交換・交
流会

活動拠点の整備

自治会等への加入促進

特にない

わからない

その他

無回答

24.7

22.5

21.1

18.2

17.0

14.9

9.0

6.3

8.0

14.1

3.1

9.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

知っている
59.1%

参加している（参
加したことがある）

7.2%

無回答
4.7%

知らない
29.0%

N=489
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○「ふれあいいきいきサロン」参加に必要なこと 

33.1

15.5

12.3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場（開催場所）
までの送迎がある

33.1%

食事付きのサロン
10.8%

アトラクション等余
興が豊富なサロン

12.3%

毎月定期的に開
催されているサロ

ン
15.5%

子どもとの交流が
あるサロン

7.8%

無回答
15.3%

その他
5.1%

N=489
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② 地域での助けあいについて 
○助け合いに必要なこと 

72.0

58.9 52.6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇自分でできること 

75.3

42.5 32.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 489 ％

声かけやあいさつ

見守り・安否確認

災害時の避難誘導・助け合い

防犯活動

高齢者の生きがいづくり、健康づくり支援
活動

高齢者や障がい者などの外出支援

子育て期の親や子との交流

子どもの預かりや子育ての相談

地域の福祉について話し合う機会をもつ

高齢者や障がい者などの身の回りの手伝
い

配食サービス

障がい児・者との交流

特にない

その他

無回答

72.0

58.9

52.6

37.8

27.8

19.6

15.7

14.7

13.5

12.9

10.6

4.7

3.5

0.6

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N = 489 ％

声かけやあいさつ

見守り・安否確認

災害時の避難誘導・助け合い

防犯活動

地域の福祉について話し合う機会をもつ

高齢者の生きがいづくり、健康づくり支援
活動

子育て期の親や子との交流

子どもの預かりや子育ての相談

高齢者や障がい者などの身の回りの手伝
い

高齢者や障がい者などの外出支援

配食サービス

障がい児・者との交流

特にない

その他

無回答

75.3

42.5

32.7

22.9

8.0

7.2

6.7

5.9

5.3

4.7

3.5

1.4

9.6

1.0

3.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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○災害時に備え地域で必要なこと 

66.7

56.0

40.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 489 ％

隣近所での住民同士の日
ごろのつながりと助け合い

隣近所での避難場所や避
難方法を話し合って、決め
ておく

防災教育・訓練の実施

高齢者や障がい者（児）な
どの支援を必要とする人
たちへの支援体制の整備

地域の行事などでの防災
意識の啓発

心肺蘇生法、応急手当な
どの救命講習会の開催

災害時に役立つ専門技術
や知識をもつ人材の育成

その他

特に備えは必要ない

無回答

66.7

56.0

40.1

37.0

32.5

26.8

24.3

2.0

2.5

3.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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③ ボランティア活動について 
 

○ボランティア活動への参加状況 

58.1

21.5 18.4

20

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在はしていない
が、過去にしたこ

とがある
21.5%

したことがない
58.1%

無回答
2.0% 現在している

18.4%

N =

20歳代 55

30歳代 70

40歳代 73

50歳代 85

60歳代 103

70歳代以上 98 19.4

17.5

23.5

24.7

15.7

5.5

19.4

29.1

15.3

12.3

12.9

41.8

54.1

52.4

60.0

63.0

71.4

50.9

7.1

1.0

1.2

1.8

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

現在している

現在はしていないが、過去にしたことがある

したことがない

無回答

N=489
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○ボランティア活動をしなくなった理由 

30.5

22.9

21.0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ボランティア活動をしたことがない理由 

43.0

42.6 22.2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 105 ％

自分の都合に時間が合わないから

体調を崩した、障がいをもった、高齢になっ
たから
仕事や育児、介護などで余裕がなくなったか
ら

何となく気持ちが冷めてしまったから

活動に必要な情報が得られないから

活動中に嫌なことがあったから

人間関係でトラブルがあったから

考えていた活動と違っていたから

その他

無回答

30.5

22.9

21.0

14.3

8.6

1.0

1.0

1.0

19.0

1.9

0 10 20 30 40 50

N = 284 ％

仕事や家事・育児などで忙しいから

きっかけがないから

身近に活動の場がないから

参加の方法がわからないから

体力的に無理だから

活動団体を知らないから

興味がないから

一緒にする人がいないから

人間関係が難しそうだから

事故などで責任をとらされると困るから

やりたい活動がないから

家族の協力・理解が得られないから

その他

無回答

43.0

42.6

22.2

19.0

18.0

14.1

9.2

8.8

7.4

6.3

5.3

1.1

4.6

1.4

0 10 20 30 40 50
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④ 将来への不安について 
 

○将来への不安の有無 

67.3 24.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○不安の内容 

46.8

39.2 35.0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感じない
24.1%

無回答
8.6%

感じる
67.3%

N = 329 ％

自分や配偶者の病気や体
力の衰え

生活費のこと

独居や高齢者のみの世帯
になること

家の跡継ぎのこと

買い物や通院などの移動
手段のこと

住まいのこと

いざというときに頼れる人
がいなくなること

友人などとのつきあいが
少なくなること

財産管理のこと

地域活動の機会が少なく
なること

その他

無回答

46.8

39.2

35.0

24.6

24.6

15.8

15.8

12.8

8.8

4.3

5.8

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N=489
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⑤ 相談・情報について 
 

○困りごとの相談相手 

78.1 33.7

14.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○福祉に関する情報の入手状況 

32.3

28.8 20.0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 489 ％

家族・親戚

近所の人・友人

職場の人

相談相手がいない

病院の医師・看護師

民生委員

保健所・保健センター

社会福祉協議会の相談窓
口

保育園・幼稚園、学校

福祉サービス事業所

地域包括支援センター

町の相談窓口

その他

無回答

78.1

33.7

14.9

5.1

4.3

2.0

1.2

1.0

1.0

1.0

0.8

0.6

3.1

6.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N=489

わからない
13.7%

ある程度入ってき
ている
28.8%

無回答
2.7%

あまり入ってこな
い

32.3%

ほとんど入ってこ
ない
20.0%

かなり入ってきて
いる
2.5%
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○福祉に関する情報の入手方法 

51.7 49.7

38.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 福祉サービスについて 
 

○福祉サービスについて不満や不都合の有無 

59.5

25.6

8.6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 489 ％

町の広報紙

回覧板

新聞・テレビ・雑誌

社会福祉協議会の広報紙

知り合いを通じて

福祉施設やヘルパーなど
福祉専門職を通じて

民生委員を通じて

町の窓口・掲示板

地域包括支援センターの
窓口

社会福祉協議会の窓口

その他

無回答

51.7

49.7

38.0

20.2

17.4

7.6

3.9

1.4

1.4

0.6

3.1

6.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不都合や不満を
感じたことはない

25.6%

福祉サービスを利
用したことがない

59.5%

無回答
6.3%

不都合や不満を
感じたことがある

8.6%

N=489



  

29 

 

○不満や不都合の内容 

31.0

26.2

26.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 社会福祉協議会について 
 

○今後特に充実してほしいもの 

39.3

24.3

23.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 42 ％

利用するサービスの量が
制限された

どこに申し込めばよいの
かわからなかった

利用手続きが煩雑だった

サービス内容に満足でき
なかった

どのサービスがよいかわ
からず、選びにくかった

利用したいサービスが利
用できなかった

福祉サービスに関する情
報が入手しづらかった

窓口の対応が悪かった

その他

無回答

31.0

26.2

26.2

23.8

19.0

19.0

14.3

7.1

11.9

2.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N = 489 ％

高齢者への支援やサービ
スの提供

住民の助け合い活動への
支援

ボランティア活動への参加
促進と支援

福祉に関する情報発信

学校や地域での福祉教育
の推進

身近な福祉の相談窓口の
整備

子育てに関する支援や
サービスの提供

障がい者への支援やサー
ビスの提供

地域福祉を推進するため
の人材育成

判断能力に支障がある人
への日常生活支援

特にない

その他

無回答

39.3

24.3

23.3

23.1

20.2

20.0

18.8

14.9

13.9

6.7

5.7

1.2

11.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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５ 現状を踏まえた評価・課題 
 

2

 

 

（１）住民主体の福祉のまちづくり 

 

 
 

（２）ボランティア・ＮＰＯ活動の基盤づくり 
6

 
 

（３）利用しやすい福祉サービスの仕組みづくり 

 

 

（４）地域福祉推進のための人・組織づくり 
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１ 基本理念 
 

  

 

  

 
 

 

計画の基本理念 
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２ 基本目標 
 

  

 

 

基本目標１ 住民主体の福祉のまちづくり 

 

 
 

基本目標２ 利用しやすい福祉サービスの仕組みづくり 

 

 
 

基本目標３ 地域福祉推進のための体制づくり 

 

 
 

基本目標４ 地域で安心して暮らせるまちづくり 
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３ 施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

や
さ
し
い
気
持
ち 

お
も
い
や
り
の
気
持
ち
で 

つ
な
が
る
ま
ち

 
 

 

 

 

 
 

 

  

★  

★  
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１ 住民主体の福祉のまちづくり 
 

（１）福祉教育の推進 
 

【現状と課題】 

 

 

 

 
 

○  

○  

○  
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【取り組みの方向】 

 
 

 
 
【町・社協の取り組み】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住民・地域の取り組み】 

○  

○  

○  
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【町・社協の取り組み】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住民・地域の取り組み】 

○  

○  
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（２）住民助けあい活動の推進 
 

【現状と課題】 

 
 

 

 

○  

○  

○  

 

 

【取り組みの方向】 

 

 

 
 

【町・社協の取り組み】 
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【住民・地域の取り組み】 

○  

○  

○  

○  

 
 

 
【町・社協の取り組み】 
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【住民・地域の取り組み】 
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○  
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○  

 

 

 
 

【町・社協の取り組み】 
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【住民・地域の取り組み】 
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（３）当事者の組織化推進と活動の支援 
 

【現状と課題】 
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○  

○  

 

○  

 

 

 
 

【町・社協の取り組み】 
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【住民・地域の取り組み】 

○  

○  

○  

 

 

 
 

【町・社協の取り組み】 

   

 

 

 

 

 

 

【住民・地域の取り組み】 

○  

○  
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２ 利用しやすい福祉サービスの仕組みづくり 
 

 

（１）相談・情報提供体制の確立 
 

【現状と課題】 
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【取り組みの方向】 

 

 
 

 
 

【町・社協の取り組み】 
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【住民・地域の取り組み】 

○  
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○  

○  

 

 

 

 

 
 

 

【町・社協の取り組み】 
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【住民・地域の取り組み】 

○  
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（２）権利擁護体制の推進 
 

【現状と課題】 

 

 

【取り組みの方向】 

 
 

 
 

【町・社協の取り組み】 
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【住民・地域の取り組み】 

○  

○  

 

 

 
 

【町・社協の取り組み】 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

【住民・地域の取り組み】 
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（３）福祉サービスの質の向上 
 

【現状と課題】 
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○  

 

 

【取り組みの方向】 

 

 

 
 

【町・社協の取り組み】 
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【住民・地域の取り組み】 

○  
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○  
 

 

 
 

【町・社協の取り組み】 

   

 

 

 

 

 

【住民・地域の取り組み】 
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３ 地域福祉推進のための体制づくり 
 

（１）地域福祉推進のための人づくり 
 

【現状と課題】 
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【取り組みの方向】 

 
 

 
 

【町・社協の取り組み】 
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【町・社協の取り組み】 

   

 

 

 

 

【住民・地域の取り組み】 
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【町・社協の取り組み】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住民・地域の取り組み】 
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【町・社協の取り組み】 
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（２）八百津町社会福祉協議会の強化・発展 
 

【現状と課題】 
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【取り組みの方向】 

 

 

 

 
 

【社協の取り組み】 
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【社協の取り組み】 
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【社協の取り組み】 

   

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
【社協の取り組み】 
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４ 地域で安心して暮らせるまちづくり 
 

（１）外出・移動支援の充実 
 

【現状と課題】 

 

 

 

 

 
 

○  

○  

○  

○  

 

【取り組みの方向】 

 
 

【町・社協の取り組み】 

   

  

 
  

 

 

 

【住民・地域の取り組み】 
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（２）災害時や緊急時の支援体制の充実 
 

【現状と課題】 
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○  

○  

 
 

 

【取り組みの方向】 

 
 

【町・社協の取り組み】 
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【住民・地域の取り組み】 
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（３）防犯活動の推進 
 

【現状と課題】 
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○  
 
 

【取り組みの方向】 

 
 

【町・社協の取り組み】 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【住民・地域の取り組み】 
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１ 相談窓口の一元化 
 

 
 

相談窓口のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

NPO 
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２ 移動支援の充実 
 

 

 

  

 

 
買い物支援の事例 
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１ 計画の普及・啓発 
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１ 計画策定の経緯 
 

 

日  程 内  容 

25   7  
 

20 1,000  
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２ 八百津町保健福祉推進協議会設置要綱 
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３ 八百津町保健福祉推進協議会名簿 
 

 

  氏  名 所属団体名 役 職 

 土屋 尚躬 民生児童委員協議会 会長 

 石井 真奈美 民生児童委員協議会 主任児童委員 

 伊佐治 慶洋 医師会 （医）大治会理事長 

 古瀬 裕平 歯科医師会 古瀬歯科院長 

 石井 德和 国保運営協議会 会長 

 和田 義昭 住民代表 社会福祉協議会副会長 

 柘植 伴美 社会福祉協議会 会長 

 纐纈 秀行 特別養護老人ホーム（敬和園） 園長 

 永田 義人 身体障害者福祉協会 会長 

10 各務 宏昌 学識経験者 八百津町元助役 

11 山田 光代 薬剤師会 好生堂薬局薬剤師 

12 遠藤 公美 町老人クラブ連合会 会長 

13 桝井 なえ子 食生活改善推進協議会 会長 

14 堀部 義郎 八百津町教育委員会 教育長 
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