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はじめに 

平成２５年度に第４次大庭地区地域福祉活動計画を策定し、この計画に基づき

大庭地区の福祉の推進に努めてまいりましたが、５年間が経過し新たに「第５次

大庭地区地域福祉活動計画」を策定いたしました。 

本計画は今後５カ年間の大庭地区の福祉向上を計るためのロードマップ（行程

表）です。策定にあたり、実施したアンケート調査では、自治会・住民・小学校児

童・中学校生徒の皆様にご協力いただきました。そのご意見を参考にして策定し、

新スローガンを『みんなで支えあう安全・安心・福祉のまちづくり』としました。 

重点活動は以下の通りです。 

①  【高齢者・児童向け事業の充実】  

健康や生きがいづくりの支援、地域での見守り助け合いが必要で、そのため

高齢者同士の交流の場・障がい者の居場所づくり、児童の居場所づくりなど検

討してまいります。 

②  【防災に関する事業の充実】  

防災や見守りについて自主防災隊の結成促進、そのフォロー、要配慮者支援推

進事業（見守り隊）結成促進・市広報配布時の声掛けなど検討してまいります。 

③  【健康に関する事業の充実】  

人生１００年時代の到来が予想される中、高齢者の生きがいづくりや積極的

な社会参加を呼びかけることで、「健康長寿」につなげていきたいと考えます。

現在２１のなごやか会、１つのサロンがあり、人と人との交流の「場」として

大きな役割を果たしています。今後、なごやか会・サロンの活性化や新規立ち

上げを積極的に支援してまいります。 

 

 本計画に基づき、地区社協が中核となり、自治協会をはじめとする関係団体と

連携して地区住民のための地域福祉活動を進めてまいります。大庭地区住民の皆

様も一体となって「みんなで」活動計画に取り組んでまいりましょう。ご支援ご

協力よろしくお願い申し上げます。 
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スローガン：

活動名 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 実施・協力団体

挨拶運動 幼・保・小・中・高 を中心とした取組 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 各学校を中心に各団体全て参加

あそび広場の実施（そうめん流し、クリスマス会等） 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 子ども会・社協

子ども広場（小1～6)　毎週月曜日 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 子ども広場運営委員会

各地区における場づくり（遊び場・憩いの場）
公民館・自治協会
各自治会・子ども会・ＰＴＡ

福祉・健康についての講座開設（各種研修会の開催） 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 社協

民生児童委員研修会　（年３回程度開催） 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 民児協

福祉推進員研修会　（年１～２回程度開催） 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 福祉推進員会

第５次地域福祉活動計画の周知・実施支援・振返り 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 社協

第６次地域福祉活動計画に向けての準備 検討 実施 社協

住民座談会等の
開催

行政との情報交換（市長懇談会・市議会報告等） 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 自治協会・公民館

子育て
乳幼児のつどい
　　　・連絡会議の開催
　　　・行事案内の一元化　等

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
市健康推進課
母子保健推進員・公民館
民児協・幼稚園・保育園

大庭小特別支援学級との交流 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 社協

障がい者の居場所づくり 調査 検討 実施 ⇒ ⇒ 社協

公民館での相談窓口の紹介 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 公民館

巡回相談の開設（公営住宅を中心として年２回程度） 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 巡回相談実行委員会（社協）

小・中学生の登下校時の見守り 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
交通対策協議会
地域安全推進委員会

小学生下校時を中心とした
　　　見守り・防犯パトロール（青パト）

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
青少年育成協議会
地域安全推進委員会

地域住民の見守り（夜間パトロール） 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
青少年育成協議会
地域安全推進員会
パトロールママの会
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相談窓口

生活・安全対策

第５次地域福祉活動計画 『みんなで支えあう　安全・安心・福祉のまちづくり』

具体的取り組み内容

今後の検討課題

福祉研修会の開催

児童の居場所作り

地域福祉活動計画

障がい者との
関わり



活動名 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 実施・協力団体

自主防災隊の結成促進・結成後のフォロー
自治協会・各自治会
消防防災協会

災害時要援護者等の情報共有 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
各自治会・自治協会・公民館
民児協・社協

孤独死の防止・早期発見
　　　・ 新聞・牛乳・郵便・弁当配食等の
　　　　事業者と民生委員・公的機関との
　　　　連携体制の構築・強化、情報提供

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
各事業者・公民館
社協・交番・民児協

要配慮者支援推進事業（見守り隊）の結成促進 検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒ 各自治会・市福祉総務課・社協

弁当配食に併せた福祉推進員による訪問 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 福祉推進員会

民生児童委員による訪問 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 民児協

民生児童委員・福祉推進委員間の情報交換 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 民児協・福祉推進員会

市広報等配布時の声かけ
活用
検討

実施 ⇒ ⇒ ⇒ 公民館・各自治会・社協

高齢者小旅行等の開催
　　　ふれあい会：年１回
　　　対象：７０歳以上一人暮らし

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 社協

高齢者配食サービス
　　　ふれあい弁当：月１回
　　　対象：７５歳以上一人暮らしまたは
　　　　　　　７５歳以上の高齢者世帯

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 社協

高齢者運動会の開催
　　　ふれあい運動会：年１回

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 社協

サロンすまいるへの助成金支援 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ サロンすまいる

なごやか会　立ち上げ支援 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 市社協

なごやか会　活動支援
　　・活動経費の支援
　　・活動のフォロー（スタッフ研修会の開催）　等

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 社協・市健康推進課

なごやか会の運営・実施 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 各なごやか会

敬老会開催支援
　　　・開催依頼と資金補助（対象者人数に対し）

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
各自治会
社協
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高齢者世帯の
見守り

高齢者福祉活動
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今後の検討課題

具体的取り組み内容



活動名 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 実施・協力団体

交通手段の提供
可能性
検討

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 自治協会・公民館・社協

有料ボランティア等の利用紹介
　　　・くらしの便利帳の発行（隔年程度）

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 社協

おおば福祉だよりの発行（年４回） 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 社協

大庭公民館のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを活用
活用
検討

実施 ⇒ ⇒ ⇒ 公民館・社協

大庭地区内
関係団体との

連携強化

自治協会・体育協会・消防防災協会
交通対策協議会・公民館・社会福祉協議会との
情報共有・連携強化

自治協会・体育協会
消防防災協会・交通対策協議会
公民館・社協

民児協定例会参加 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
民児協・市社協
包括支援センター・市健康推進課

市社協との共働作業 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
社協・民児協・福祉推進員会
市社協・包括支援センター
市健康推進課

民児協と社協の連携
　　　・社協→民児協　助成金支援
　　　・民児協から社協への参画

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 民児協・社協

社協と福祉推進員会との連携
　　　・社協→福祉推進員会　助成金支援
　　　・福祉推進員会から社協への参画

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 福祉推進員会・社協

社協と健康まつえ２１推進隊との連携
　　・社協→推進隊　助成金支援

継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 健康まつえ２１推進隊・社協
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具体的取り組み内容

今後の検討課題

市社協
包括支援ｾﾝﾀｰ
健康推進課との

連携

民児協
福祉推進員会

健康まつえ21推進隊
との連携

高齢者支援

福祉情報の提供



活動名 実施・協力団体 今後５カ年の実施予定(Ｒ:令和)

挨拶運動 幼・保・小・中・高 を中心とした取組 各学校を中心に各団体全て参加 継続

あそび広場の実施（そうめん流し、クリスマス会等） 子ども会・社協 継続

子ども広場（小1～6)　毎週月曜日 子ども広場運営委員会 継続

各地区における場づくり（遊び場・憩いの場）
公民館・自治協会
各自治会・子ども会・ＰＴＡ

今後の検討課題

福祉・健康についての講座開設（各種研修会の開催） 社協 継続

民生児童委員研修会 民児協 継続

福祉推進員研修会 福祉推進員会 継続

第５次地域福祉活動計画の周知・実施支援・振返り 社協 実施

第６次地域福祉活動計画に向けての準備 社協 Ｒ3：検討→Ｒ4～5：実施

住民座談会等の
開催

行政との情報交換（市長懇談会・市議会報告等） 自治協会・公民館 継続

子育て 乳幼児のつどい（連絡会議の開催、行事案内の一元化等）
市健康推進課・母子保健推進員
公民館・民児協・幼稚園・保育園

継続

大庭小特別支援学級との交流 社協 継続

障がい者の居場所づくり 社協 Ｒ1：調査→Ｒ2：検討→Ｒ3～5：実施

公民館での相談窓口の紹介 公民館 継続

巡回相談の開設（公営住宅を中心として年２回程度） 巡回相談実行委員会（社協） 継続

小・中学生の登下校時の見守り 交通対策協議会・地域安全推進員会 継続

小学生下校時を中心とした見守り・防犯パトロール（青パト） 青少年育成協議会・地域安全推進員会 継続

地域住民の見守り（夜間パトロール）
青少年育成協議会・地域安全推進員会
パトロールママの会

継続

自主防災隊の結成促進・結成後のフォロー 自治協会・各自治会・消防防災協会 今後の検討課題

災害時要援護者等の情報共有
各自治会・自治協会・公民館
民児協・社協

継続

孤独死の防止・早期発見

要配慮者支援推進事業（見守り隊）の結成促進 各自治会・市福祉総務課・社協 Ｒ1：検討→Ｒ2～5：実施

弁当配食に併せた福祉推進員による訪問 福祉推進員会 継続

民生児童委員による訪問 民児協 継続

民生児童委員・福祉推進員間の情報交換 民児協・福祉推進員会 継続

市広報等配布時の声かけ 公民館・各自治会・社協 Ｒ1：活用検討→Ｒ2～5：実施

高齢者小旅行等の開催　<ふれあい会：年１回>
　　(対象：７０歳以上一人暮らし）

社協 継続

高齢者配食サービス　<ふれあい弁当：月１回>
　 （対象：75歳以上一人暮らしまたは75歳以上の高齢者世帯）

社協 継続

高齢者運動会の開催<ふれあい運動会：年１回> 社協 継続

サロンすまいるへの助成金支援 サロンすまいる 継続

なごやか会　立ち上げ支援 市社協 継続

なごやか会　活動支援
(活動経費の支援、活動のフォロー（スタッフ研修会開催）等)

社協・市健康推進課 継続

なごやか会の運営・実施 各なごやか会 継続

敬老会開催支援（開催依頼と資金補助（対象者人数に対し）） 各自治会・社協 継続

交通手段の提供 自治協会・公民館・社協 Ｒ1：可能性検討

有料ボランティア等の利用紹介
　 （くらしの便利帳の発行-隔年程度）

社協 継続

おおば福祉だよりの発行（年４回） 社協 継続

大庭公民館のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを活用 公民館・社協 Ｒ1：活用検討→Ｒ2～5：実施

大庭地区内
関係団体との

連携強化

自治協会・体育協会・消防防災協会
交通対策協議会・公民館・社会福祉協議会との
情報共有・連携強化

自治協会・体育協会
消防防災協会・交通対策協議会
公民館・社協

今後の検討課題

民児協定例会参加
民児協・市社協
包括支援センター・市健康推進課

継続

市社協との共働作業
社協・民児協・福祉推進員会
市社協・包括支援センター
市健康推進課

継続

民児協と社協の連携
　　（社協→民児協　助成金支援、民児協から社協への参画）

民児協・社協 継続

社協と福祉推進員会との連携
　　 社協→福祉推進員会　助成金支援
　　　福祉推進員会から社協への参画

福祉推進員会・社協 継続

社協と健康まつえ２１推進隊との連携
　　（社協→推進隊　助成金支援）

健康まつえ２１推進隊・社協 継続
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継続

民児協
福祉推進員会

健康まつえ21推進隊
との連携

スローガン ～みんなで支えあう 安全・安心・福祉のまちづくり～

高齢者福祉活動

高齢者支援

福祉情報の提供

市社協
包括支援ｾﾝﾀｰ

健康推進課との
連携

地域福祉活動計画

障がい者との
関わり

相談窓口

生活・安全対策

防災

第５次大庭地区地域福祉活動計画

具体的取り組み内容

児童の
居場所作り

福祉研修会の
開催

高齢者世帯の
見守り

各事業者・公民館・社協・交番・民児協新聞・牛乳・郵便・弁当配食等の事業者と民生委員、



 

 

 

 

 

 地区の概要 

 市の中心部より約５km 南に位置し、東西約５km・南北約２.５km の広さ

を有する。 

平成２５年度国道４３２号線大庭バイパスの整備事業が本格化し、同時に

進行した宇竜谷地区の開発により大型店舗や病院・企業等が進出し、今後人

口の流入や利便性の向上が期待される。 

 また、教育関連施設や各種福祉施設も多数建設されている。 

 

 

  重点目標 

 【高齢者・児童向け事業の充実】 

高齢者同士の交流の場・障がい者の居場所づくり、児童の居場所づくりを検討 

【防災に関する事業の充実】 

自主防災隊の結成促進、そのフォロー、要配慮者支援推進事業（見守り隊）結成促進、市広報

配布時の声掛けなどを検討 

【健康に関する事業の充実】 

高齢者の生きがいづくりや積極的な社会参加を呼びかけることで、「健康長寿」につなげる 

   

  私たちの活動計画、ここがＰｏｉｎｔ！ 

  計画策定にあたり、アンケートを３種類（対象：小学生・中学生・地区住民）実施した。 

  地区住民対象のアンケートでは、前回の結果と比較し、今後何が求められているかを議論した。 

     アンケート：大庭小学生４～６年生         ２３７名 

           湖東中学生               ３１５名 

           地区住民（２，９０９戸に配布）  １，２０４戸（回答率 41.4％） 

  また、防災に対する関心が上昇していることを受け、テーマに「安全・安心」を追加した。 

  

 

              大庭地区の活動計画の詳細はこちらでご確認いただけます 

http://www.shakyou-matsue.jp/○○○ 

松南第一 

大庭地区 
みんなで支えあう 安全・安心・福祉のまちづくり 

QR コード 

人口（全年齢） 

    男  4,212 人 

    女 4,826 人 

    計 9,038 人 

 
世帯数  4,123 世帯 

      
高齢化率  31,39％  

 
（平成 31年 3 月末） 

エリア 
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ＧＲＰ 活動名 具体的取組内容 評価 備考

幼・保・小・中・高による取組 ◎

挨拶道路指定(看板設置) △

自治会よる取組 × 協力依頼等呼びかけができなかった

あそび広場
（ｿｰﾒﾝ流し・ｸﾘｽﾏｽ会等）

◎

こども広場（小1～6) 　毎週月曜日 ◎

遊び場・憩いの場づくり ×

福祉・介護・健康の講座開設 ◎

民生児童委員研修会 ◎

福祉推進員研修会 ◎

福祉まちづくり
アンケートの実施

地域住民の福祉意識の把握 ○ 予定より遅れたが、実施できた

住民座談会等の開催
市長懇談会
市議会報告等

◎

行事案内の一元化 ○

自治会未加入世帯へのＰＲ ○

孫育て講座の開催 × 課題が多く、実施せず

小・中学生登校時の見守り挨拶 ◎

小学生下校時を中心とした
見守り・防犯パトロール（青パト）

◎

夜間パトロール ◎

障がい者との関わり
大庭小特別支援学級
(のの花学級)との交流

◎

公民館での相談窓口の紹介 ○

サロンすまいるの運営支援 ◎
会場移転
月１回開催（第３水曜日）

高齢者小旅行の開催
ふれあい会　　年２回
 　(一人暮らし高齢者日帰り旅行)

◎
市の制度変更のため、年２回開催は
難しくなったが、事業内容を変えて実
施できた

高齢者配食サービス
ふれあい弁当
　　　　高齢者対象　月１回

◎ 月平均　８１食で推移

高齢者運動参加 ふれあい運動会開催（年１回） ◎
毎年８０名以上の参加あり
（増加傾向にある）

立ち上げ支援 ◎ ５年間で３ヶ所立上げ

活動時の経費支援 ◎

要望により保健師の紹介
（高齢者健康教室の紹介）

◎

なごやか会スタッフ研修会 ◎

敬老会開催支援
開催依頼と
補助（対象者人数に対し）

◎
助成額５００円に減額
対象者増加や資金面の課題も多く、
今後制度改正も検討

第４次地域福祉活動計画　　振り返りシート

①
ふ
れ
あ
う
・
交
流
す
る

挨拶運動

児童の
　居場所作り

②
知
る
・
学
ぶ

福祉研修会の開催
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③
見
守
り
・
支
え
あ
い

乳幼児のつどい

生活・安全対策 活動の周知について、課題あり

相談窓口の設置

なごやか会
　　活動の活性化



ＧＲＰ 活動名 具体的取組内容 評価 備考

自治会内の
   住民マップづくりと見守り

×

大庭地区
防災設備の確認とマップ化

×

住民マップ防災マップに基づく
災害時の避難誘導体制の確立

×

異世代交流のつどい ×

弁当配食に併せた
　　福祉推進員による訪問

◎ 非対象世帯への対応に課題あり

民生児童委員による訪問 ◎

市広報等配布時の声かけ × 実施できず

民生児童委員・
福祉推進委員間の情報交換

◎

孤独死の
　　防止・早期発見

 新聞・牛乳・郵便・弁当配食等の
 事業者と 民生委員・公的機関との
 連携体制の構築

△
Ｈ30年度に市と民間企業による連携
が開始したが、大庭地区単独では計
画実行に至らなかった

要援護者・支援者の把握 要支援者カードの整備 × 市組織変更に伴い、管轄が移行

介護者支援 介護研修・介護者の集い ○

ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽの運行 × 陳情するも、実現には至らなかった

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる支援 有料ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの利用紹介 △ くらしの便利帳を発行（2回）

おおば福祉だよりの発行 ◎ 年４回発行

福祉推進員だよりの発行 ×
組織体制上単独での発行は困難の
ため、福祉だよりに記事を掲載

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの活用 × 実行に至らなかった

健康づくり情報交換 △
健康まつえ２１推進隊の活動方法の
見直しを実施

交通事故防止情報交換 ×

災害時対策の情報交換 ×

福祉推進員の組織化
福祉推進員会の会則制定と
連絡網等体制の強化

○ 会則を制定

民児協定例会参加 ○

市社協との共働作業 ○

民児協との連携
社協→民児協　資金援助
民児協から社協への参画

◎

福祉推進員会との連携
社協→福祉推進員会　資金援助
福祉推進会から社協への参画

◎

③
見
守
り
・
支
え
あ
い

④
伝
え
る
・
広
め
る

各自治会における自主防災隊の結成
率は増加
地区全体としての取り組みには至ら
なかった
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⑤
組
織
の
充
実

市社協
包括支援ｾﾝﾀｰ
保健センターとの連携

大庭地区内
関係団体との連携強化

自治会内の共助体制充実

福祉情報の提供

友愛訪問
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