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全
て
の
人
が
安
心
し
て
自
立
し
た

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
地
域

を
つ
く
る
た
め
に
は
、日
常
生
活
の

課
題
を
早
め
に
発
見
し
、適
切
に
解

決
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。そ
の

際
、自
分
や
家
族
で
問
題
を
解
決
す

る「
自
助
」と
、医
療
保
険
・
介
護
保
険

な
ど
の「
共
助
」、公
的
に
生
活
の
保

障
を
行
う「
公
助
」が
あ
り
ま
す
。そ

の
自
助
と
共
助
・
公
助
の
間
に
地
縁

組
織
、社
会
福
祉
法
人
、民
間
企
業
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
連
携
に
よ
る

「
互
助
」の
仕
組
み
、す
な
わ
ち「
地

域
福
祉
」の
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と

が
極
め
て
大
切
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
、全
国
の
市
区
町
村
で『
地
域
の

視
点
で
住
民
が
中
心
に
な
っ
て
広
げ

よ
う
』と
い
う
地
域
の
助
け
合
い
活

動
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
ま

す
。国
で
は
こ
の
取
り
組
み
を「
生
活

支
援
体
制
整
備
事
業
」と
い
っ
て
い

ま
す
。

　

町
で
は
平
成
28
年
か
ら
勉
強
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。身
近
な
地
域
の

問
題
や
活
動
に
つ
い
て
、情
報
交
換

を
し
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
平
成
29

年
２
月
、『
邑
助
け
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

邑
助
け
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
町
全

体
の
「
協
議
体
」
と
し
て
、
町
内
の

困
り
ご
と
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
交

換
し
な
が
ら
情
報
を
共
有
す
る
場
で

す
。「
あ
な
た
の
〝
困
っ
た
〞
を
み

ん
な
で
助
け
合
い
、
支
え
合
う
町
お

う
ら
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
お
互
い

に
助
け
合
う
活
動
の
ア
イ
デ
ア
を
出

し
合
っ
た
り
、
そ
れ
ら
を
具
体
的
に

実
現
す
る
た
め
の
話
し
合
い
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
町
」は
い
く
つ
か
の
地

域
で
成
り
立
っ
て
お
り
、地
域
に

よ
っ
て
困
り
ご
と
は
さ
ま
ざ
ま
で

す
。細
か
く
地
域
を
見
つ
め
、よ
り
身

近
に
支
え
合
う
仕
組
み
を
つ
く
る
た

め
に
は
、町
全
体
を
第
１
層
、小
学
校

圏
域
を
第
２
層
と
し
て
、４
圏
域
に

第
２
層
の
協
議
体
の
設
置
を
目
指
す

必
要
が
あ
り
ま
す（
図
１
）。

　

邑
助
け
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、第

２
層
協
議
体
の
設
置
に
向
け
て
勉
強

会
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た（
４
月

以
降
開
催
予
定
）。

　

地
域
の
人
が
つ
な
が
り
、地
域
の

情
報
を
共
有
し
な
が
ら
、地
域
の
課

題
を
自
分
た
ち
の
力
で
解
決
で
き
る

方
法
を
探
し
て
い
き
ま
す
。誰
も
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、住
み

慣
れ
た
地
域
で
で
き
る
こ
と
を
語
り

合
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

年
齢
を
重
ね
る
ほ
ど
「
困
り
ご

と
」
が
増
え
て
き
ま
す
。
話
し
相
手

が
い
な
く
て
寂
し
い
、
出
掛
け
る
の

が
面
倒
、
掃
除
が
で
き
な
い
、
買
い

物
や
通
院
す
る
足
が
な
い
、
ご
み
が

捨
て
ら
れ
な
い
…
…
な
ど
、
身
に
覚

え
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

少
子
高
齢
化
や
核
家
族
化
が
進
む

中
、
高
齢
者
の
一
人
暮
ら
し
世
帯
や

介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
が
増
え

て
い
ま
す
（
下
表
）。
ま
た
、
生
活

不
安
や
貧
困
、
家
庭
内
暴
力
や
虐
待

な
ど
、
社
会
の
問
題
は
年
々
複
雑
化

し
て
き
て
い
ま
す
。

　

古
く
か
ら
主
な
介
護
は
家
族
が

担
っ
て
い
ま
し
た
。
家
族
で
対
応
で

き
な
い
場
合
は
近
所
や
地
域
で
助
け

合
っ
た
り
、
そ
れ
以
外
は
国
や
市
町

村
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
形

式
が
と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
高
齢
者
と
家
族
を
社
会
全
体
で

支
え
る
仕
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
平

成
12
年
に
介
護
保
険
制
度
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　

介
護
保
険
制
度
に
よ
り
、
利
用
者

本
人
や
家
族
が
自
ら
選
択
し
て
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の

一
方
で
、
近
所
や
地
域
と
の
関
係
が

薄
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
起
き
て
い

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

自
分
が
高
齢
に
な
っ
て
も
、住
み

慣
れ
た
地
域
で
最
後
ま
で
自
分
ら
し

く
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、公
的

な
制
度
の
み
で
な
く
、ご
み
出
し
や

買
い
物
な
ど
の
地
域
の
身
近
な
助
け

合
い
が
大
切
で
す
。つ
ま
り
、人
に

と
っ
て
暮
ら
し
や
す
さ
の
基
盤
の
一

つ
と
し
て〝
お
互
い
さ
ま
の
関
係
〞が

あ
り
ま
す
。

地
域
に
暮
ら
す
人
た
ち
が
、
日
常
生
活
で
ど
ん
な
支
え
を
必
要
と
し
て
い
る
か
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

住
み
慣
れ
た
ま
ち
で
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
地
域
で
で
き
る
こ
と
を
語
り
合
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

住
む
人
同
士
が
気
軽
に
声
を
か
け
合
い
、
困
っ
た
と
き
に
も
支
え
合
え
る
よ
う
な
地
域
を
み
ん
な
の
手
で
つ
く
っ
て
い
き
ま
せ
ん
か
。

暮
ら
し
は
時
代
と
と
も
に
変
化

邑お

た

す助
け
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

暮
ら
し
の
課
題
解
決
へ 

ヒ
ン
ト
探
し

人
と
人
の
間
に
距
離
感
？

〝
お
互
い
さ
ま
の
関
係
〞を
今
一
度

地
域
づ
く
り
の
新
し
い
仕
組
み

平成29年11月30日、第8回邑助けネットワーク（協議体会議）
の様子。メンバーは、地域づくりに関心のあるボランティアグ
ループ、地縁組織、老人会、商工会、社会福祉協議会などから集
まった皆さん。地域の困りごとや地域でできることを話し合
い、情報交換をしています。この日は、第2層（左ページ図1）の
協議体立ち上げに向けて、必要なことを確認しました。

人
が
感
じ
る
暮
ら
し
の
不
便
や
困
り
ご
と
は
、
年
齢

を
重
ね
た
と
き
、
け
が
や
病
気
を
し
た
と
き
な
ど
に
、

誰
も
が
直
面
す
る
問
題
と
も
い
え
ま
す
。
そ
れ
ら
を

地
域
の
課
題
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
は
、
み
ん
な
が

暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り
の
第
一
歩
に
な
る
と
思

い
ま
せ
ん
か
。

役場健康福祉課Ｇ47-5021
問合先

話し合い 気づき

活動

【町や地域の調整】
課題は？
現状は？

こんなことが
できる！自分たちで、できる

ことを考えよう

助け合い活動の創出
今ある資源やつながりの活用

地域の情報を
共有しよう

できることの
企画・立案・方針
何を？
どうやって？
誰が？　…など

「活動」すると、活動する人
の生きがいの創出、地域活
性化はもちろん、人と人の
つながりが生まれます 活動すると、さまざまなことに「気づ

き」ます。それを課題に変えて、解決
に向けた取
り組みにつ
なげます

第2層協議体

【図1】協議体の構造

圏域での課題解決や情報共有の場
中野小学校区 高島小学校区

長柄小学校区 中野東小学校区

第１層協議体
邑助けネットワーク

町全体の課題解決や情報共有の場

邑
楽
町
な
ら
で
は
の
「
邑お

た
す助

け
」

第
２
層
協
議
体
の
設
置
を
目
指
す

邑楽町の総人口と高齢者割合の推移 （資料：健康福祉課）
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●高齢者世帯数は増加　※ここでの「高齢者」は65歳以上。
「高齢者夫婦のみの世帯」と「高齢者の一人暮らし世帯」を高齢者世帯とし
た場合、平成27年10月1日時点で2,107世帯。10年間で約2.2倍に増加
しています。
●要介護（要支援）認定者の人数も年々増加
要支援・要介護認定を受けている人の数は、平成29年3月31日時点で
1,091人。年々増加しています。
●老人クラブ数と老人クラブ会員数は安定して推移
平成29年3月31日時点で老人クラブ数は20、会員数は1,170人です。
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