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３ 土地利用 

 

第２章 

資源活用と交流による魅力 

づくり 
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１ 農業 

 

 

第３節 豊かな森林資源の 

活用 

１ 林業 
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▼ 第１章 自然と調和した町づくり 

第１節 総合的な定住環境の整備 

 
１ 住宅 

～ 基本方針 ～ 

定住促進のための宅地分譲、住宅

整備事業を積極的に進め、人口減少

抑制と近隣都市部のベットタウンと

しての立場を確立する施策を展開し

ます。 

 
 

 

施策の方向 

 

①定住移住促進 

若者の定住を促進するためには、子育て支援などニーズに合った優良な住宅や分譲地の供

給、定住奨励策の実施、空き家対策を含む住環境の整備など総合的な定住化対策を推進し、

若者や都会の人々のＵターン（地元へ帰り就職すること）・Ｉターン（もともと都市部に住

んでいた人が地方に移住し就職すること）・Ｊターン（生まれ育ったふるさとから離れて暮

らしていた人が、ふるさとに近い地方都市に移住すること）を促進します。 

また、近年開通した中部横断自動車道や富士川かりがね橋の供用開始により、交通環境が

飛躍的に改善され、ここからならどこへでも行ける立地条件の良さをアピールして定住を促

進します。 

②魅力ある住環境整備 

景観や環境に配慮し、魅力ある住環境の整備を推進します。また、顕在化しつつある空き

家問題については、空き家バンク*制度を活用し、移住施策と合わせて解決策を講じます。さ

らに、荒廃化する空き家等についても、空き家等対策計画に基づき適切な対応に努めます。 

③町営住宅等の整備促進 

マスタープランの策定と町営住宅等の整備を促進し、老朽化が進む町営住宅については、

今後のあり方を検討していきます。 

  

住 宅 

1 
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主要事業 

 

⤴ 若者定住促進と子育て支援を目的とした宅地分譲 

⤴ 宅地分譲の広報活動（静岡県都市部住民などへのＰＲ） 

⤴ 空き家バンク制度の周知による利用促進 

⤴ 住宅建設マスタープラン策定の検討 

⤴ 定住移住促進を促す支援制度の検討 

⤴ 新規町営住宅等の建設検討 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町は、緑豊かな森林と町の中心を北から南へと富士川が流れ、その支流となる幾つもの

美しい河川といった豊かな自然環境に恵まれた町です。また、交通網に目をやれば、令和３

年（2021）に全線開通した中部横断自動車道、町内を南北に走る国道52号線などがあり、

静岡県富士市において富士川かりがね橋が完成したことにより通勤渋滞が緩和され、静岡県

側へのアクセスが格段によくなりました。静岡市、富士市、富士宮市内には30分から40分

で移動できる範囲にあり、ベットタウンとしての位置付けが見込まれる立地条件を備えてい

ます。 

住宅行政としては、平成25年度（2013）に、万沢中学校跡地へ若者定住促進及び子育て

支援を目的とした１棟10世帯の集合住宅「グリーンハイツ富士見」を供用開始し10年が経

過しました。良好な立地条件と若い世代のライフスタイルに合わせた設計及び子育て支援を

盛り込んだ家賃設定としたことにより、常に全室入居状態となっています。また、隣接する

校庭跡地を宅地分譲したところ、10区画全て売買が成立し、住宅が建築されました。この

施策により、富士見地区の人口が34名増えた実績から、一定の成果が得られたと判断し、

令和４年度（2022）から令和５年度（2023）にかけて若者の定住促進と人口流出防止対策

として南部昭和町に６区画の宅地を整備し、令和６年度（2024）より分譲を開始しました。

子育て世帯が住むことにより地域の賑わいと活性化が図られることを期待する事業となりま

す。 

町営住宅等については、サンテラス内船のほか４つの全ての町営住宅において老朽化が進

んでいるため、保全的改修や取り壊し等を実施します。また、それに代わる住宅として町民

のニーズに応える住宅建設を検討する必要があると考えています。 

さらに、空き家問題に関しては、所有者に対し、空き家バンク登録を勧奨し問題解決につ

なげるとともに、利活用による町内外者の移住・定住の促進にもつなげていく必要がありま

す。 
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▼ 第１章 自然と調和した町づくり 

第２節 自然環境と調和した社会基盤整備 

 
１ 水道 

～ 基本方針 ～ 

安全でおいしい水を安定的に供給

するため､施設の改良と耐震化を推進

します。また、限りある水資源につ

いて町民の意識向上に努め、水源と

なる自然環境の保全を推進します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①水道施設の改良、耐震化の推進 

安全でおいしい水を安定して供給するため､年次計画により老朽化した施設の改良と耐震

化整備を行っていきます。 

②適切な水道会計の運営 

公営企業会計に移行したことに伴い、毎年の経営状況を見ながら、適切な水道料金の見直

しを図ります。 

③水源汚濁の防止、水質検査の実施 

水道の供給源である地下水や河川水の水質保全のため、自然環境の保全を推進します。ま

た、水源等の水質検査の定期的な実施と公表により、水質管理を徹底します。 

④町民意識の向上 

水源の保全や限りある水資源について、町民の理解と協力を得るための啓発活動に努めま

す。 

  

水 道 

１ 
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主要事業 

 

⤴ 簡易水道整備事業・小規模水道整備事業 

・老朽化した送配水管の敷設替工事 

・水道施設の改修及び耐震化工事 

・各施設からの水位・流量情報システム設備の改修 

⤴ 水源涵養と水源保全意識の推進 

⤴ 簡易水道事業会計の事業経営の健全化（水道料金の見直し） 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町の水道事業は、集落が分散する地域特性から、簡易水道と小規模水道により実施され

ています。一部施設は建設から年数が経過しているため、管路の老朽化による破損事故、降

雨による水源の濁り、給水計画を超える給水など不安定な給水状況にあります。 

今後は、老朽化した施設の耐震化を含めた改修と、簡易水道や小規模水道の整備を進め、

安全で安定した水の供給を継続していくことが必要となります。また、簡易水道事業が公営

企業会計へ移行したことに伴い、さらなる水道事業経営の健全化と施設の大規模改修を見据

えた料金等の見直しが課題となっています。 

  

水はとっても 

大切なんじゃよ 

竹やぶの親分 
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▼ 第１章 自然と調和した町づくり 

第２節 自然環境と調和した社会基盤整備 

 
２ 汚水排水 

～ 基本方針 ～ 

合併処理浄化槽の設置を推進する

とともに、適切な施工及び維持管理

の向上を推進します。 

 

 
 

 

施策の方向 

 

①浄化槽の設置推進 

環境保全の必要性について町民の意識を高めます。また、河川などの水質を保全するため、

合併処理浄化槽の設置を推進し、河川の水質検査とその結果を公表します。 

②生活排水路と農業用水路の相互理解 

合併処理浄化槽設置の推進とともに、処理水を農業用水路に排水する場合、耕作者との相

互理解が図れるように水路組合等との事前協議を促し、設置許可申請等の適切な事務の流れ

を設定し、手続方法の周知徹底を図ります。 

 

 

主要事業 

 

⤴ 合併処理浄化槽設置の推進と町民への周知活動の充実 

⤴ 国・県の補助対象外となる浄化槽設置への補助制度について、拡充を検討 

  

汚水排水 

２ 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町は、山間部に集落が点在しており、公共下水道の整備・維持管理が困難であるため、

国の循環型社会形成推進交付金及び山梨県合併処理浄化槽設置整備事業の補助を受け、過疎

債を利用し合併処理浄化槽（以下「浄化槽」とする）の導入を推進しています。 

令和２年度（2020）には、国の補助要綱の改正があり、未普及解消にあたらない浄化槽

の設置には、補助が受けられないこととなりました。しかし、地域的に浄化槽の設置以外に

は生活雑排水の処理手段がないため、町独自の事業として浄化槽の更新にも補助を実施する

こととしました。浄化槽の耐用年数はおよそ30年から40年といわれており、更新対象とな

る浄化槽の申請が増えていくことが想定されます。公共下水道に代わる浄化槽の更新にかか

る負担とどう向き合っていくのかが今後の課題となります。 

また、浄化槽の排水は環境基準を満たしていますが、農業用水路や地域の用水路に排水す

る場合は、耕作者や水路管理者に事前に確認して許可を取らなければトラブルの元となり得

ることから、設置申請時に確実な案内をすることが重要となります。 
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▼ 第１章 自然と調和した町づくり 

第２節 自然環境と調和した社会基盤整備 

 
３ 環境美化 

～ 基本方針 ～ 

町民や本町を訪れる人々に環境モ

ラルの育成活動を行い、環境を大切

にし、よりよくしていこうとする心

を育てます。また、清掃活動など自

主的な活動を積極的に支援しながら、

環境美化と公衆衛生の向上に努めま

す。 

 
 

 

施策の方向 

 

①環境美化の推進 

地域や各種団体等の環境美化活動を支援するとともに、広報、学校、生涯学習の場などで、

環境美化に関する学習活動の強化を図ります。 

ごみの不法投棄を防止するため、看板設置やパトロールの強化など監視を強めつつ、町民

や来町者などの意識の向上を図ります。 

②公衆衛生の向上 

狂犬病予防注射、係留等の適切な指導、飼い主への周知などにより適正な管理に関するモ

ラルの向上を図ります。また、管理の行き届かない空き地、空き家の所有者や管理者への適

切な指導や管理方法等について検討します。 

  

環境美化 

３ 
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主要事業 

 

⤴ 環境美化・公衆衛生に関する町民等の意識高揚 

⤴ 環境美化及び浄化活動の促進 

⤴ 不法投棄防止対策の推進（パトロールの強化など） 

⤴ 河川の水質検査の実施と公表 

⤴ ペット飼育者のモラル向上の強化 

⤴ 野良猫等の避妊手術助成事業の推進 

⤴ 空き地、空き家の所有者、管理者への指導や管理方法等についての検討、周知 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町は、国道52号線をはじめとした道路、山林、河川へのごみの不法投棄が問題となっ

ていました。しかし、県と連携したパトロールの実施、投棄場所へのフェンスの設置、町の

粗大ごみ回収事業、地区での監視の強化等に努めた結果、以前に比べて不法投棄の量は減っ

てきています。町の財産である自然景観が、散乱するごみによって乱される状況は決して好

ましいものではありません。ごみの不法投棄は一人一人のモラルによるところが大きいこと

から、モラルの向上を図っていくことが必要となります。また、人目につきにくい場所への

不法投棄に対して、効果的なパトロール等の対策を図っていく必要があります。 

河川の水質汚濁については、水質検査を毎年実施しています。町内の富士川への20の支

流河川については、【非常にきれいな川】が14河川、【きれいな川】が３河川、【概ねきれい

な川】が１河川で計18河川がきれいであるとされています。残りの２河川については今後

も改善に向けた取り組みが求められています。 

環境意識の高まりは、地域の人々による奉仕活動や各種団体による環境美化運動に具体化

されていますが、自分たちの地域を自分たちで守っていく自主的な活動として、さらに活動

を促進していく必要があります。 

犬や猫などペットを飼育する人が増え､適切な動物の飼育についてのモラルとマナーの向

上が必要です。また、過疎化などで、管理の行き届かない空き家や空き地が発生し、防犯・

防火上からも非常に危険であるため、適切な管理について、所有者や管理者へ指導していく

必要があります。 
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▼ 第１章 自然と調和した町づくり 

第２節 自然環境と調和した社会基盤整備 

 
４ 環境衛生 

～ 基本方針 ～ 

ごみの発生抑制、減量化及び資源化

を図ります。また、南部町一般廃棄物

処理基本計画により循環型社会の構築

に向け「３Ｒ（リデュース・リユー

ス・リサイクル）の推進」、「環境教育

の推進」、「連携・協働による取り組みの推進」、「ごみの適正処理の推進」

の４つを基本目標として施策を推進します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①３Ｒの推進 

分別収集を徹底し、ごみの減量化（リデュース）・使えるものの再使用（リユース）・再生

して利用する（リサイクル）の３Ｒを推進します。 

②リサイクルや減量化への町民意識の高揚及び啓発推進 

粗大ごみの回収を年２回行い、リサイクルやごみの減量化の促進に努めます。また、リサ

イクル等について町民の理解を深め、循環型社会の構築に向けて広報等により知識の普及・

啓発を図ります。さらに、学校や地域社会においてごみの排出抑制や再利用を進めるため、

一人一人の意識の高揚を図っていきます。 

③ごみの減量化と適正処理の推進 

家庭から出る生ごみの対策として生ごみ処理機等の普及を図り減量化に努めます。また、

本町のごみ減量目標（目標年次：令和７年度（2025））である「一日に排出される家庭ごみ

の10％削減（平成30年（2018）次比較）及びリサイクル率の向上」を目指します。さらに、

３Ｒの取り組みを進めた上で、最終的に排出されるごみについて廃棄物処理法に基づき適正

に処理します。 

  

環境衛生 

４ 
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④関係機関との連携の強化 

容器包装リサイクル法・家電リサイクル法・小型家電リサイクル法等に基づき、町民、事

業所、行政がそれぞれの役割分担に従い、連携しながら容器包装リサイクルや家電等のリサ

イクル活動の推進に努めます。 

⑤山梨西部広域環境組合の運用開始に向けた連携の強化 

山梨県西部地域の11市町によるごみの共同処理を、令和13年度（2031）から稼働できるよ

うに山梨県西部広域環境組合で事業を実施しています。 

現在、建設予定地の買収交渉等が進んでいます。今後は、運用開始に向けてごみの分別方

法や指定ごみ袋の作成、収集・運搬それに伴う負担など協議を重ねていきます。 

 

 

主要事業 

 

⤴ ３Ｒの推進及び啓発活動の実施 

⤴ 分別の徹底指導の実施 

⤴ 生ごみ処理機の普及促進及び助成事業の実施 

⤴ 最終処分場の広域的な連携 

⤴ 一般家庭から排出されるごみの減量化についての検討及び周知 

⤴ 南部町一般廃棄物処理基本計画の適切な運用 

⤴ 山梨西部広域環境組合にスムーズな事業移行 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町のごみ処理は、平成30年（2018）４月に峡南衛生組合に加入し、収集運搬・分別作

業については直営で行い、可燃ごみについては、峡南衛生組合で焼却処理をしています。 

増加傾向にある可燃ごみについては、各家庭へ生ごみ処理機等の普及を奨励するとともに、

資源ごみの分別を徹底し、各家庭や事業所等から排出されるごみの減量化や再資源化の取り

組みを図っています。 

そのほか収集されたごみは、不燃ごみ・資源ごみ（ペットボトル・ミックス紙・プラスチ

ック製容器包装類）・その他の資源ごみに分別し、再資源化を促進する取り組みを行ってい

ます。 

今後も町民、事業所、行政が一体となって、ごみの減量化や再資源化の取り組みを進め、

循環型の社会の実現を目指していくことが必要となります。 

現在、より広域でのごみ処理に向け、山梨県西部広域環境組合を山梨県西部地域の市町村

で立ち上げ、処理場の建設、ごみの処理方法及び収集運搬等の重要な課題を検討し令和13

年度（2031）からの稼働を目指しています。 
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▼ 第１章 自然と調和した町づくり 

第２節 自然環境と調和した社会基盤整備 

 
５ 自然保護 

～ 基本方針 ～ 

自然保護を優先してきたこれまで

の姿勢を変えることなく、先祖から

受け継いだ豊かな自然環境を守り、

後世に引き継いでいきます。 

 
 

 

施策の方向 

 

①自然環境優先施策の推進 

自然保護と開発とのバランスに配慮しながら、自然保護優先の施策を推進します。 

②自然を活用した町づくりの推進 

恵まれた自然環境を広く情報発信し、森林浴など観光・レクリエーションの場として活用

していきます。 

③全町的な取り組みの推進 

町民に自然を守っていく必要性と重要性を啓発し、自主的な自然保護団体の育成に努めま

す。 

④動植物の保護と生息環境づくりの推進 

種類豊富な動植物、昆虫類の保護と生息環境づくりに努め、希少種となったギフチョウが

舞う豊かな生息環境の保全を推進します。 

⑤自然に配慮した工法の推進 

町で行う工事は、自然に配慮した工法の採用を推進します。国、県等にも要請していきま

す。 

⑥自然環境保全意識の高揚 

自然保護活動などを通して自然環境保全意識の高揚を図ります。 

⑦水源保全の推進 

自然環境を支える水源となる森林の保全や整備を進め、河川清掃活動などを通じて水源・

河川愛護意識の高揚を図ります。 

  

自然保護 

５ 
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主要事業 

 

⤴ 自然環境保護の推進 

⤴ 自然環境保護パトロ－ルの実施 

⤴ 自然に配慮した工法の推進 

⤴ 水源涵養の推進 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

自然に恵まれた本町には、自然環境保全地区（２か所）、自然記念物（７か所）があり、

山梨県の指定を受けています。貴重な地域資源を守るため、地区の保護・管理などを行い自

然環境の保護を進めています。また、本町の野山や河川は動植物や昆虫類の宝庫で、この自

然を求めて都会から移り住む人もいます。 

一方、行政でも自然環境を守るため、町道改良工事や、町管理の河川工事の際は、自然環

境に配慮した工法を採用しています。今後も継続して自然環境に合った整備を図ることが課

題となっています。 

自然環境を保持するには、全町的な自然保護の機運の醸成や自然保護サークルなどの育成

を通して自然環境づくりを推進することが必要です。また、この豊かな自然資源を活用して

町の活性化につなげていくことも課題となっています。 

人口減少が進む社会情勢の中、空き家問題と同様に土地管理の後継者不足が問題となって

いて、指定を受けた地区においては草刈りやパトロールを委託している箇所もあります。し

かし、自然環境の保全には、地域の協力が必要不可欠であり連携が重要となってきます。 
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▼ 第１章 自然と調和した町づくり 

第２節 自然環境と調和した社会基盤整備 

 
６ 公害 

～ 基本方針 ～ 

町民や事業所等への啓発活動を進

め､関係機関と連携したパトロールを

実施し、公害のない町づくりを進め

ます。 

 

 
 

 

施策の方向 

 

①マイクロプラスチック*発生抑制の推進 

廃棄された使用済みプラスチックの海洋流出が大きな社会問題となっています。プラスチ

ックには、有害な化学物質が含まれていることがあり、特にマイクロプラスチック（５mm

以下）は、分解されないため水生生物が摂取してしまい、生物濃縮がなされ、それらを人が

食べることによって人体に害が及ぶことが懸念されています。そこで、本町では発生抑制及

び流出抑制に向けて、不法投棄を防ぐ活動や資源ごみ回収に努めます。 

②環境汚染等の情報の周知及び啓発活動の充実 

家庭でのごみの焼却がダイオキシンの発生の原因となることや、家庭からの未処理の雑排

水が河川汚濁の原因になること、及び環境ホルモンなどの情報を、広報や生涯学習活動など

で町民に啓発します。 

③公害発生時等の適切な対応策の推進 

定期パトロールを実施し、公害発生の未然防止に努めます。また、町民からの情報や苦情

に対して、迅速適切な対応に努めます。 

  

公 害 

６ 
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主要事業 

 

⤴ プラスチックごみの適正な処理についての啓発 

⤴ 環境汚染問題等の町民への啓発活動 

⤴ 環境に優しい企業活動の取り組み推進 

⤴ 定期パトロールの強化 

⤴ 公害発生時の迅速適切な対応の推進 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町は、良好な自然環境に恵まれ、光化学スモッグやPM2.5による大気汚染など、目立っ

た公害の発生はありません。ただ、中部横断自動車道の開通に伴う騒音については、令和３

年（2021）に町民からの要請により測定を行いました。結果として、基準値を超える騒音

は検知されませんでしたが、道路管理者である国土交通省及び中日本高速道路株式会社と協

議を行い、沿線町民に調査結果等の説明をする中で理解をいただいた経緯があります。今後、

通行量の増加が見込まれるため、道路管理者に対し引き続き騒音対策の要望をしていく必要

があります。 

町内の生産工場等の騒音については県等と連携した対応ができる体制を構築し、公害発生

の未然予防に努めています。苦情等には、迅速な対応と適切な処理を県等と連携し実施して

いきます。今後も、事業所等には環境にやさしい企業の取り組みを要請していくことが重要

といえます。 

また、野焼きや未処理の生活雑排水の河川流出についても公害の発生源とならないように

町民等へ啓発活動を継続していく必要があります。 

  

ごみのポイ捨ては 

ダメなんだ ヒルヒル～ 

ヒルダー 
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▼ 第１章 自然と調和した町づくり 

第３節 山梨の玄関にふさわしい町並みの整備 

 
１ 景観 

～ 基本方針 ～ 

山梨県の玄関として、自然や歴史、

文化的景観をいかした町並みづくり

を推進します。 

 

 
 

 

施策の方向 

 

①景観保全の推進 

地域やボランティアが一体となった花の町づくりを推進します。また、町民や来訪者に対

して、観光資源や施設をわかりやすく知らせるための統一したサインの整備を行うとともに、

道路沿いなどの樹木の伐採、中部横断自動車道周辺の森林を整備し、山梨の玄関にふさわし

い景観の形成に努めます。 

②屋外広告物の適正化 

通行の安全と良好な風致の維持を図るため、屋外広告物の規制誘導に努めます。 

③町民と行政が一丸となった景観形成 

町民に対して景観に対する意識の高揚を図り、自主的な活動を促進します。 

また、行政においても公共的建築物や公園、道路、河川などの整備にあたっては、地域の

景観に配慮したデザイン、工法等の採用を推進します。 

④景観条例・助成制度の検討 

景観形成を推進するため、景観条例の制定を必要に応じて検討します。また、自主的な取

り組みを容易にするため、景観向上のための助成制度についても検討します。 

⑤自然景観の保全 

篠井山や福士川渓谷といった自然環境保全地区をはじめ、優れた自然環境の保全と継承に

努めます。 

⑥歴史、文化景観の保全 

神社、仏閣をはじめとする貴重な文化財や歴史的建築物などの景観の保全に努めます。 

  

景 観 

１ 
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主要事業 

 

⤴ 屋外広告物の適正化 

⤴ 統一したサインの推進 

⤴ 花の町づくりの推進 

⤴ 道路沿いなど樹木、雑草や竹の伐採、枝打ち、森林整備 

⤴ 町民等の景観に対する意識の高揚 

⤴ 景観に配慮した工法の推進 

⤴ 助成制度の検討 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町には、穏やかな田園風景や町並み、渓谷美、緑豊かな山並み景観など私たちにとって

かけがえのない財産があります。近年、後継者がいないなどの理由により適切な管理が行わ

れていない耕作放棄地が増えていて、地域の景観に影響を及ぼしつつあります。美しい景観

は、生活に潤いをもたらすと同時に郷土愛を育み、町の活力源ともなりえます。先祖から受

け継いだこの美しい景観を大切に保存し次世代に引き継いで行くためにはどうすれば良いか

対策を検討していく必要があります。町民一人一人にこの美しい景観を認識してもらい、親

しみや心地良さを創出する景観形成が求められます。 

このため、施設等を案内するサインの統一、花の町づくり運動などを進め、町民、地域、

ボランティア、事業所及び行政の協働による景観形成の推進が重要となっています。 
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▼ 第１章 自然と調和した町づくり 

第３節 山梨の玄関にふさわしい町並みの整備 

 
２ 公園・緑化 

～ 基本方針 ～ 

観光ニーズと町民ニーズに対応し

た公園・緑地の整備及び管理を図り

ます。 

森林のもつ公益性を周知しながら、

山林の複層林化を図ります。 

 
 

 

施策の方向 

 

①公園の充実 

うつぶな公園や白鳥山森林公園など観光ニーズに対応した公園・緑地は、地域やボランテ

ィアの協力を得ながら整備を推進します。また、遊具の定期的な保守・点検、危険箇所の改

善等計画的に実施し、公園の安全を確保します。 

アルカディア多目的広場については、町のシンボル的公園として適切な管理に努め、町内

外の方々が年齢を問わず、常に満足していただける開放感のある憩いの場、交流の場として

提供していきます。 

②緑化の推進 

緑化意識の高揚に努め、山林の複層林化と公益性の周知を図ります。休耕地や道路沿いに

植栽を行うとともに、公民館活動による花の町づくりを推進します。 

③親水空間の創出 

水とふれあえる空間を備えた河川整備を推進します。また、河川清掃活動などによる河川

愛護意識の高揚を図ります。 

  

公園・緑化 

２ 
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主要事業 

 

⤴ 町内外の人が交流できるように公園・緑地を管理 

⤴ 地域やボランティアによる公園・緑地の管理促進 

⤴ 公園遊具の保守・点検 

⤴ 複層林化の促進 

⤴ 緑化や花の町づくりの推進 

⤴ 水辺空間の形成 

⤴ 暗所への灯火の設置 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

アルカディア総合公園内に多目的広場、富沢野球場横に遊具や健康器具などを備えドッグ

ランを併設したリバーサイドパークを整備しました。子どもだけでなく全ての世代に親しま

れる公園として町内外から多くの方が利用しています。また、町内には山梨花の名所に選定

されている「うつぶな公園」や恋人の聖地に選定されている「白鳥山森林公園」をはじめ、

景観や眺望に優れた公園が多数あります。これらの公園管理は、ボランティアや地域住民の

協力を得ながら行っていますが、協力者の高齢化により人員の確保が課題となります。 

また、本町は周囲を山々に囲まれ、スギ、ヒノキの人工林や竹林等の美林を形成してきま

したが、近年の木材価格の低迷、林・農業従事者の減少等により、手入れが行き届かず、荒

廃しているのが現状です。今後、山が担っている森林保全と水源涵養、保健休養、生態系の

維持など公益的な機能を周知し、防災面からも広葉樹による複層林化を進めていくことが、

国土保全と自然環境を守る観点からも重要となります。 

これからも眺望や周辺の景観をいかした公園・緑地を維持し、観光や産業、憩いの場とし

ての活用を進める必要があります。 
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▼ 第１章 自然と調和した町づくり 

第３節 山梨の玄関にふさわしい町並みの整備 

 
３ 土地利用 

～ 基本方針 ～ 

本町の財産である自然の保全と町

土の有効利用の両立に努め、調和と

活力のある土地利用を推進します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①計画的な土地利用の推進 

用途を終えた公共施設については、順次利活用を検討し、解体した場合の跡地については、

周辺地域の理解を得ながら、環境との共生や景観を保全しつつ適正かつ有効的な土地利用を、

関係団体と連携を図りながら推進します。 

また、遊休国有地の取得を町の利用計画に基づき検討します。 

②農業振興整備計画の推進 

農業振興地域整備計画に基づき、計画的な土地利用を農業委員会等と連携を図りながら進

めます。 

③森林整備計画の推進 

森林整備計画に基づき、様々な公益的機能を有する森林の活用と保全を関係団体と連携を

図りながら進めます。 

 

 

主要事業 

 

⤴ 「公共施設等 利・活用チーム会議」により土地の有効利用を推進 

⤴ 農業振興地域整備計画の推進 

⤴ 森林整備計画の推進 

  

土地利用 

３ 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町の面積は、200.87k㎡で森林が町土の約88％を占めているため、可住地面積が約

3.4％程度と土地利用の点からは多くを望めません。特に大きな集落以外は山間地に散在し、

集落の周辺には小規模な農地が展開しています。また、商業地や住宅地は基幹集落に密集し、

工場用地は主として富士川と戸栗川に沿って形成されていて、農地のほとんどは農業振興地

域の農用地となっています。本町の土地は、混在の少ない用途のはっきりした土地の利用が

なされているといえますが、他の用途に活用できる土地は限られており、土地の有効活用が

必要となっています。 

近年、相次いで実施している学校統合後の跡地利用について、万沢中学校の跡地について

は、子育て支援住宅「グリーンハイツ富士見」を建設し、常に満室の状態となっています。

同じく富士見台の宅地分譲も10区画全て住宅が建てられ、地域の人口が増加する成果を得

ることができました。万沢小学校については、ＩＴ*系企業が進出し地域の賑わいを創出し

ています。富河中学校については、図書館や県の男女共同参画推進センターなど複合型の施

設として利活用し、校庭については、町の中心地であることから有効利用に向けて検討をし

ていきます。さらに、睦合・栄両小学校の統合もあることから跡地に関して包括的な土地利

用計画の策定が必要となります。 

令和３年（2021）８月に中部横断自動車道が全線開通し、なんぶインターに隣接した土

地に建設した「道の駅なんぶ」は、連日多くの利用者で賑わっています。また、国道52号

線を挟んで向かいの土地を買収し、企業誘致した結果、令和３年（2021）に物流倉庫が完

成し多くの雇用が生まれました。その他、ぴゅあ峡南の跡地をはじめ建物が老朽化して取り

壊しをする用地の利用についても併せて検討をしていきます。 
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▼ 第２章 資源活用と交流による魅力づくり 

第１節 自然と歴史資源をいかした観光振興 

 
１ 観光 

～ 基本方針 ～ 

豊かな自然資源の掘り起こしと、

歴史資源、観光資源の整備を進め、

静岡県との県境としての地理的特性

をいかしながら、都市住民との交流

を進めます。 

 
 

施策の方向 

 

①観光資源の開発・整備、観光ルートの設定 

都市住民のニーズを踏まえつつ、自然資源の掘り起こしや歴史的観光資源の整備を進め、

滞在施設を含めた観光施設の整備改修を行うとともに、これらの観光資源や施設を有機的に

結んだ観光ルートを設定し、町の魅力を高めます。また、広域連携による観光資源等のネッ

トワーク化やＪＲ等と連携した観光イベントの促進や、地域特産品の販売拠点として道の駅

のさらなる充実を図ります。 

②農林水産業との連携 

たけのこ掘りやアユ釣りなど、農林水産業と連携した観光を促進し、併せて活性化を図り

ます。また、農林業の作業体験などの体験型観光と、民宿や旅館等への宿泊の組み合わせに

より、滞在型観光の増加を図っていきます。 

③情報提供施設の充実、サイン整備 

道の駅や町営温泉などの基幹観光施設を拠点として、観光情報の受発信機能を強化します。 

また、インターネットなどを用いて、観光イベントや観光施設・資源に関する情報を都市

住民に積極的に発信するとともに、本町の観光知識を習得した観光ボランティアの育成に努

めます。 

さらに、来訪者にわかりやすい観光案内サイン等を整備していきます。 

  

観 光 

１ 
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主要事業 

 

⤴ 観光情報の受発信及び観光施設の機能強化 

⤴ 活用されていない自然、歴史的資源、文化財資源等を観光資源として整備 

⤴ 各種施設や福士川流域の自然、歴史、官民施設等を有機的につないだ観光ルートの設定 

⤴ 広域連携による観光資源等のネットワーク化の促進 

⤴ ＪＲ等と連携した観光イベントの促進 

⤴ 東海自然歩道や軽登山道の整備等による歩く空間の整備 

⤴ 火祭り、たけのこまつり等観光イベントの充実 

⤴ 農林水産業資源をいかした、たけのこ掘りなどの農業体験、渓流釣りなどを組み合わせた観

光の推進 

⤴ 滞在型観光の推進 

⤴ ＳＮＳ*、ホームページ、パンフレット等による観光イベント、観光資源・施設に関する情

報提供の充実 

⤴ 観光ボランティアの発掘・育成 

⤴ 来訪者にわかりやすい統一された観光案内サインの設置 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町には、町の北から南に流れる富士川とその支流があり、急峻な山々に囲まれた豊かな

自然が残っています。また、歴史的に貴重な財産である数々の史跡や文化財、伝統芸能が残

されています。今日の都市住民は、自然や史跡、文化財とのふれあいを積極的に求める傾向

が強くなっています。本町にとっては、人口減少や高齢化が進む中で、自然や歴史とのふれ

あいを大切にする交流を活発化させ、交流人口を増やし、本町の自立性の向上や地域の活性

化につなげていくことが課題となっています。 

こうした中で、豊かな自然資源などをいかした温泉入浴、キャンプ、渓流釣り、たけのこ

掘り、トレッキングなどの観光メニューの充実、たけのこまつり、あじさい祭り、南部の火

祭りといったイベント開催、観光・レクリエーションを通じた交流人口の増加を図っていま

すが、滞在型の観光客が少ないなどの問題を抱えています。 

今後は、地域の自然資源や歴史資源などを利用した観光資源の整備や魅力づくりを進める

とともに、農林業などとの連携を深めて、滞在型の観光の増加に向けて検討を進め、施設整

備や観光情報の発信力の強化などを図っていきます。 
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▼ 第２章 資源活用と交流による魅力づくり 

第２節 魅力ある農業の推進 

 
１ 農業 

～ 基本方針 ～ 

農作業の負担軽減のための農業生産

基盤整備と、中山間地の生活環境整備

を推進します。都市住民との交流・観

光型農業と組み合わせて農地の有効活

用を促進します。あわせて特産品開発

やブランド化、販売体制整備に取り組み、鳥獣害対策を施す中で魅力

ある農業の実現を目指します。 

 
 

施策の方向 

 

①農業生産基盤整備 

高齢化する農業従事者や新規農業者の負担軽減のため、農道や農業用水路などの農業生産

基盤、並びに集落道、集落排水施設などの生活環境の整備を進めます。 

②担い手の確保 

農業の担い手を確保していくため、若者を中心に営農に意欲的な人材の発掘・育成に努め

ます。また、新規就農者への支援を充実していきます。 

③遊休農地化の防止 

遊休農地化の防止に向けて、ＪＡ等と連携した農業の受委託制度の体制整備を進めます。 

遊休農地の活用は奨励作物を選定する中で行い、受委託制度は茶、米などから順次進めて

いきます。 

農地流動化（農地の貸し手、借り手の農家を登録し、貸し借りの管理を行う）の促進を図

り、遊休農地の減少に努めます。 

  

農 業 

１ 
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④生産流通体制の強化 

たけのこ、茶を中心に、新しい品種の活用を含め、特産品の開発やブランド化を進め、Ｊ

Ａ等と連携した販売体制の強化、町内観光施設での直売体制の強化、インターネットを活用

した販路拡大などを行うとともに、学校給食施設、福祉施設、宿泊施設等と連携した地元農

産物の消費による地産地消について検討します。また、直売所などで南部茶のペットボトル

販売を拡大し、ブランドの浸透を図ります。 

⑤交流農業の推進 

都市住民などを対象に遊休地を活用した市民農園システムの導入を検討します。 

また、都市住民などによる、たけのこ掘りなどを軸とした交流農業を推進していきます。 

交流農業の進展は、民宿や旅館など町内の宿泊施設との連携により、滞在型観光の拡大に

つながるものと期待されます。 

⑥その他の農業振興 

農業従事者の負担軽減や農作業の効率化などに向けて、農作業の共同化や法人化の検討を

行います。 

また、有害鳥獣から農作物を守るため、関係機関と連携し、駆除を行うとともに、防除施

設の設置を推進していきます。 
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主要事業 

 

⤴ 中山間地域総合整備事業を推進し農業生産基盤整備をする（農道、農業用水路、田畑等） 

⤴ 意欲的農業者の人材育成 

⤴ 農作業の共同化を推進し、農業を請負える法人化の検討 

⤴ 新規就農者への支援整備 

⤴ 農地中間管理機構による農地流動化などの促進、茶など作付けによる遊休農地の活用 

⤴ ＪＡ等と連携し農業の受委託制度の整備（茶、米など）及び流通・販売体制の強化 

⤴ 新たな品種の活用も含めた特産品の開発、ブランド化、販売促進 

⤴ 南部茶のペットボトルの販路拡大及びプレミアムティーＰＲ 

⤴ 町内観光施設での直売体制の強化 

⤴ インターネット等を活用した販路拡大 

⤴ 直売等の活用による地域内流通の推進 

⤴ 地元農産物の消費による地産地消について検討 

⤴ 遊休農地を活用した市民農園システム、オーナー制度等の検討 

⤴ たけのこ掘り等による都市住民との交流を基本とした観光型農業の推進 

⤴ 未利用資源の堆肥化の推進 

⤴ 有害鳥獣防除施設設置の推進 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町の農業は、茶やたけのこなどの特産品や米作などを中心に行われています。本町は地

形的特性により、集団化された農地が確保できにくいことから、農家の規模は零細農家が多

くなっています。総農家735戸（令和２年（2020）農林業センサス）に対し、販売農家は、

110戸となっています。また生産のほぼすべてを自家で消費する自給的農家が、625戸と総

農家の約85％にもなっています。 

茶やスイートコーン、キウイ、栗、トマト、米などの商品作物を栽培する農家や有機栽培

を行い市場に出荷する農家もある一方、農業と他産業との所得格差の拡大、道路整備による

静岡県側での就業の増加、農業従事者の高齢化、後継者不足などを背景に、農業従事者数、

農家数の減少が続いており、担い手不足が深刻化しています。 

後継者不足、担い手不足といった状況の中で、農地を資産として保有することが多く、農

地流動化はあまり進まず、遊休農地や荒廃農地が増えているのが現状です。 

今後は、農地の流動化により生産規模の拡大と、農業の魅力向上、就農の増加に向けて、

生産・流通や生活面の基盤整備、地域にこだわった新たな特産品の開発、観光と組み合わせ

た交流農業などに取り組んでいく必要があります。 
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▼ 第２章 資源活用と交流による魅力づくり 

第３節 豊かな森林資源の活用 

 
１ 林業 

～ 基本方針 ～ 

造林用路網の整備、高性能林業機

械の導入など、林業生産基盤整備を

推進し、林業従事者の就労条件改善、

富士川材のＰＲと地域ブランド活用

などによる販路拡大に努めて林業振

興を図ります。 

 
 

施策の方向 

 

①森林環境譲与税を活用した林業生産基盤の整備 

森林保全の見地から、林業技術の継承を図りつつ労働力軽減や効率的な林業経営に向けて、

造林用路網の整備や高性能林業機械等の導入を推進します。また、たけのこ・竹炭といった

特用林産物の生産・販売を促進して放置竹林や人工林侵入竹対策を促します。 

②従事者の確保 

林業従事者の安定確保に向けて、森林組合等との連携を図りながら、若年労働力の確保を

念頭に、林業技術指導と就労条件の改善などを図ります。 

③生産流通体制の強化 

富士川材を利用した健康住宅の整備推進等により、富士川材のＰＲや利用促進を図るとと

もに、高度な加工や広域的な流通システムの確立に向けて研究を行います。本町の特用林産

物である、たけのこ、しいたけ、栗などについても生産流通体制を整備し、販売の拡大を図

ります。また、環境保全の面から間伐材の利用促進を図ります。 

④森林機能の維持 

森林の持つ水源涵養や生態系維持等の公益機能の維持のため、森林組合等と連携した森林

施業の共同化や集団的取り組みも行いながら、皆伐や若齢林等の間伐、急傾斜地等の複層林

化などを進め、森林の適切な造林を目指します。 

また、潤いのある景観づくりの観点からも複層林化を推進するとともに、森林空間を活用

した都市住民との交流を促進していきます。 

都市住民等から森林ボランティアを募り、森林の管理・保育等を行います。 

  

林 業 

１ 

１ 
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主要事業 

 

⤴ 林業生産基盤整備や経営効率化の推進 

⤴ 林業従事者の安定確保の推進 

⤴ 森林組合経営基盤の強化・充実 

⤴ 町産材のＰＲ、利用及び加工品の販売促進、広域的な流通システム確立の研究 

⤴ 間伐材などの林地残材の利用促進（木質バイオマス*発電、合板、製紙用チップ） 

⤴ 森林施業の共同化や集団的取り組みによる、皆伐、間伐の促進 

⤴ 森林組合等と連携した、森林の適切な造林 

⤴ 治山治水対策推進、水源涵養や生態系の維持等森林の公益機能の維持 

⤴ うるおいのある景観づくりや防災対策の観点からの複層林化の推進 

⤴ 都市住民との交流促進及び観光施設の充実 

⤴ 荒廃竹林の整備 

⤴ 有害鳥獣対策 

⤴ 森林環境譲与税を活用した事業の促進 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町の森林面積は17,630ha（令和２年（2020））で、これは町土の88%を占めています。

森林の保有形態を見てみると、民有林が15,410haで全体の87.4％を占めています。 

しかし、割安な外材の輸入により国産材価格が低迷し、林業は長期にわたって停滞が続い

ています。その結果、新規の林業従事者数は減少しており、令和２年（2020）には57人

（国勢調査）と、森林面積に対して非常に少ない人数にとどまっています。さらに、林業従

事者の高齢化や後継者不足も深刻で、枝打ちや間伐などの森林管理が十分に行われておらず、

森林荒廃が進んでいます。 

このような状況を背景にして、適正な経営管理が行われていない森林については、自治体

が仲介役となり、民間事業者等への管理委託や市町村による公的管理を進めるための法律が

整備されました。令和元年（2019）３月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」

が成立し、森林環境税は令和６年度（2024）から賦課徴収が開始されました。また、森林

環境譲与税は、令和元年度（2019）から市町村に譲与され、森林整備の財源となっていま

す。 

森林には、水源涵養機能、災害防止機能、生態系維持機能、温暖化防止機能など、多くの

公益機能があります。こうした森林の持つ機能を維持するためには、長期的視点から林業を

魅力ある産業として振興させることが重要です。そのためには、森林環境譲与税を活用し、

森林経営管理制度の導入、森林整備、林業生産基盤の整備、林業従事者の確保、富士川材の

流通体制の整備、そして森林機能の維持などを図っていく必要があります。 
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▼ 第２章 資源活用と交流による魅力づくり 

第４節 商店の活性化 

 
１ 商業 

～ 基本方針 ～ 

消費者ニーズに沿った商店経営に向

けて、個々の商店の創意工夫を支え、

経営基盤強化を促していくため、商工

会と連携し、経営相談・指導などの充

実を図ります。また、地域資源を活用

した高付加価値の商品・サービスの開発に取り組んで行きます。 

 
 

 

施策の方向 

 

①消費者ニーズへの対応 

消費者ニーズを踏まえた品揃えの充実や営業時間など、新しい時代の商店経営に向けて、

商工会を中心にして、相談体制の充実、研修等による人材の育成などを進めていくことを支

援します。 

②新しい試みの促進 

多店舗が立地する複合商業地の整備を検討します。また、商店間の共同仕入れや共同配達、

町内共通商品券の利用拡大や高齢化に対応した商業展開を支援していきます。地域資源を活

用した高付加価値の商品・サービスの開発にも取り組んで行きます。 

③ＩCＴ*の利用 

インターネットなどを活用した商店の紹介を進めるとともに、事業意欲のある若者などに

よるＩCＴを利用した販売促進を目指す起業や事業展開を支援していきます。 

④後継者の育成 

商工会の経営相談の充実等を通じ、地元商店の後継者の育成を支援します。 

  

商 業 

１ 
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主要事業 

 

⤴ 商店の経営体質改善等の支援 

⤴ 商工業事業資金利子補給補助金の利活用促進 

⤴ 商工会を中心にした相談体制充実、研修等による人材の育成支援 

⤴ 商店街の活性化支援 

⤴ 空き店舗活用事業の検討 

⤴ 商工会のバックアップや自主的な取り組みの促進 

⤴ 共同仕入れ、共同配達等集団的取り組みの支援 

⤴ 町内共通商品券等による商業振興施策の推進の支援 

⤴ ＩCＴを利用した起業支援及び商店の紹介、販売促進支援 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

消費者ニーズの多様化により、消費者は安価な商品や品揃えの豊かさを求めるようになっ

ています。近隣市町には、広い駐車スぺースを有する、品揃えの豊富な大型店や専門店の集

積が進んでいます。本町の消費者も電気製品などの耐久消費財のみならず、食料品や衣料品

などの日用品においての消費も町外商圏への流出が続いています。 

このような状況により、本町における年間商品販売額は減少していることから、地域経済

の活性化事業の周知と制度の利用を促進していきます。 

商業の活性化のためには、地元商店街の魅力づくりに取り組んでいくことが必要になりま

す。そのために多様化する消費者ニーズを的確にとらえた商品展開やサービス提供を支援し

ていくとともに、商工会を中心とした商品の共同仕入れや、商店街買物客の利便性向上に資

する駐車場の整備及び新たな商業用地の確保などが必要になっています。また、高齢者世帯

など、買い物のための移動手段が限られた人の需要に応える取り組みも課題となっています。 
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▼ 第２章 資源活用と交流による魅力づくり 

第５節 広域道路網の整備による産業振興 

 
１ 工業 

～ 基本方針 ～ 

交通網整備等による好立地を起因

に企業誘致を進め、新たな就労の場

の確保と定住促進を目指します。ま

た、ＩCＴを利用した企業活動を支援

するとともに起業やサテライトオフ

ィス*誘致も進めます。 

 
 

施策の方向 

 

①企業誘致 

中部横断自動車道の開通等により静岡方面等との交通の利便性が向上したことから、過疎

地域の持続的発展の支援に関する特別措置法での課税優遇措置等の活用を促し、環境に優し

い優良企業の誘致を進めます。また、地域の既存産業の活性化につながる企業、空家を活用

する企業などの誘致についても進めていきます。 

②ＩCＴを利用した企業振興 

情報通信網の整備に伴い、インターネットなどを利用した町内企業のＰＲ、情報提供など

を推進していきます。 

また、ＩCＴの利用により、都市部から離れた場所での事業が可能なＳＯＨＯ*などの起業

やサテライトオフィス誘致を促進します。 

③地場企業の経営強化対策 

地場企業の経営基盤の強化のため、商工会等と連携し、経営相談、経営診断、経営指導を

充実していきます。 

また、地場企業の振興に向けて、各種企業支援制度の利用や商工業事業資金利子補給補助

金の利活用を推進するとともに、企業がビジネス拡大のヒントを得ることなどを目的とする、

異業種交流会などの場を提供していきます。 

  

工 業 

１ 
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④就労の促進 

高齢者、女性の能力の活用や若者の定住促進に向けて、町内での就労の場を確保していく

ため、ハローワーク（職業安定所）と連携し就職情報を提供していきます。 

特に、若年労働者の確保と定住促進のため、Ｕターン（地元へ帰り就職すること）・Ｉタ

ーン（もともと都市部に住んでいた人が、地方に移住し就職すること）等希望者への情報提

供を充実します。 

また、町民の労働条件の向上を目的に、労働関係の法律の周知を図ります。 

 

主要事業 

 

⤴ 環境にやさしい優良企業の誘致 

⤴ ＩCＴを利用した町内企業のＰＲ 

⤴ 都市とのアクセスが良い立地をＰＲし起業支援や誘致の促進 

⤴ 商工会等と連携した経営相談、経営診断、経営指導の充実 

⤴ 地場産業の振興 

⤴ 各種制度、商工業事業資金利子補給補助金の利活用の推進 

⤴ 情報交換の場の提供 

⤴ ハローワークと連携した就労の場の確保 

⤴ 若年労働者の確保に向けて、Ｕターン・Ｉターン等希望者へのＰＲ充実 

⤴ 町民への労働関係法等の周知による就労条件の改善 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

高度成長期等における企業の進出により、本町の工業団地の基盤が形成されました。進出

企業の活動は本町の工業の拡大を促し、地域住民の雇用の増加、所得の拡大をもたらし、地

域経済の発展に貢献してきました。しかし、国内経済の長期低迷の影響は本町の製造業にも

及び、特に零細企業は厳しい状況に置かれています。 

今後、既存企業の経営基盤の強化を図るとともに、企業誘致活動を積極的に展開し、新た

な地域産業の開拓を図る必要があります。 

令和３年度（2021）には、中部横断自動車道が全線開通し、２箇所のインターチェンジ

も整備され、交通の利便性が大幅に高まりました。こうした好条件をいかし、町民の就労機

会の確保、定住の促進に向けて、本町の優れた自然環境の保全も視野に入れ、環境に優しい

優良企業の誘致を図る必要があります。 

国道52号線の雨量による通行規制は、町外に勤める人や、進出を検討する企業に消極的

な影響を及ぼしています。令和５年度（2023）には道路改良が進んだ結果、規制雨量が

200mmから300mmに緩和されましたが、今後も安全を確保した上での規制撤廃を目指して

道路改良等の要望をしていくことが、企業誘致や若者の定住促進につながっていくことと思

います。 
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▼ 第２章 自然と調和した町づくり 

第６節 資源を活用した脱炭素の推進 

 
１ 新エネルギー 

～ 基本方針 ～ 

公共施設への太陽光発電施設の設

置やバイオマス、小水力発電施設等

の新エネルギーの活用、二酸化炭素

の発生抑制に努め、安全で環境に優

しい持続可能な社会の構築を推進し

ます。 

 
 

 

施策の方向 

 

①新エネルギーに関する調査の推進 

地域に合った新エネルギーの利用を進めるため、様々な角度から調査・研究を行います。 

②公共施設での利用促進 

公共施設への太陽光発電施設等の設置を進めるなど、地球環境への負担が少ない新エネル

ギーなどを活用したシステムの導入を検討します。 

③助成制度の拡充検討 

家庭における太陽光発電等の整備、企業におけるエコシステム（生態系を維持する環境保

全の仕組み）の導入に対する助成制度の拡充について検討し本町の特性にマッチした脱炭素

事業を模索していきます。 

④地球環境保全意識の高揚と周知活動の推進 

小中学生、町民、事業者に対して環境学習やポスターコンクールなど啓発活動を実施し、

意識の高揚を図ります。また、森林保全、資源リサイクルといった地球環境保全活動を推進

します。 

  

新エネルギー 

１ 
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主要事業 

 

⤴ 新エネルギーに関する調査・研究の推進 

⤴ 公共施設における新エネルギーの利用促進 

⤴ 新エネルギー導入に対する助成制度の拡充検討 

⤴ 地球環境保全意識の高揚と活動推進 

⤴ 新たな脱炭素化事業の検討 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

東日本大震災に起因する電力供給不足は、計画停電の実施や電力使用制限令の発令など国

民生活に大きな影響がありました。現在、国において東日本エリアと西日本エリアで融通で

きる電力量を増強するプロジェクトが推進されていますが、東西で周波数が違うため静岡県

内において変換設備の増強と送電線の建替えを行っており、本町においても令和９年度末

（2027）の完了に向けて工事が行われています。 

また、原子力発電所の停止により火力発電所の稼働率が上がったことで化石燃料依存度が

上がりましたが、そのほとんどを輸入しています。近年、世界情勢が不安定なことから、天

然ガスや石炭等の燃料価格が上がり、それに伴い電気料金が値上改訂され、今後も引き続き

値上げが予測されます。 

化石燃料を燃焼すると、二酸化炭素が発生し地球温暖化の原因として考えられている温室

効果ガスの一つとなります。地球温暖化問題は異常気象や生態系の変化を引き起こし、世界

中で未曾有の事象事故が発生しています。二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑制対策は人

類にとって最も重要な課題であるといえます。 

このような状況の中で、地球環境への負荷が少ない安全でクリーンなエネルギー（新エネ

ルギー）に対する法整備や技術革新が急ピッチで進んでいます。石油消費の筆頭である自動

車についても、電気モーター併用のハイブリッド車、電気自動車、水素自動車等が開発され

普及しています。また、バイオマス、太陽光、地熱、風力、小水力といった地域の特色をい

かした小規模発電に対する支援も厚くなり、個人や企業、公共団体等が電力事業を起こし売

電できる仕組みも整いました。 

本町においても、木質バイオマス発電事業者が発電事業を開始し、未利用間伐材の有効利

用が図られ始めました。今後も、省資源や省エネルギーの意識を高めるとともに、官民協力

のもと積極的に新エネルギーへの利用転換を図り、化石エネルギー消費の削減に努めること

が課題となっています。 

山梨県では令和２年度（2020）に県内全域で「ゼロ・カーボンシティ宣言」をして、脱

炭素に向けた具体的な事業等、県主導で各市町村が取り組んでいます。本町においては具体

的な事業はまだ未実施となっており、同規模の市町村や同地域の近隣町村とも連携を図り、

その地域の特性にあった脱炭素事業に向けて検討し、循環型社会の形成に努めることが重要

な課題となっています。  
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▼ 第３章 やさしさを育み生きがいを持てるコミュニティづくり 

第１節 多様なコミュニティの形成 

 
１ コミュニティ 

～ 基本方針 ～ 

町民の自治意識の高揚に努めなが

ら、ニーズに沿ったコミュニティ施

設の整備・充実を推進し、地域の自

主性を高めます。また、ボランティ

アなどを活用した地域コミュニティ

の活性化を図ります。 

 
 

 

施策の方向 

 

①コミュニティ施設の改修と整備 

町の管理する老朽化したコミュニティ施設の改修整備を進めます。 

また、今後の需要の見通しを踏まえ、規模の適正化について検討していきます。 

②自治意識の高揚 

地域のことは地域で解決するという自治意識の高揚を図ります。 

③ボランティア活動の促進 

ボランティア活動を促進しコミュニティの活性化を図ります。 

④コミュニティの維持及び活性化 

コミュニティの維持を図り、地域間の連携と活性化により人口減少に対応できる体制の準

備を進めます。 

  

コミュニティ 

１ 
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主要事業 

 

⤴ コミュニティ施設の整備・充実 

⤴ 多目的広場を活用した広域的な交流事業の実施 

⤴ 自治会と行政の連携強化の促進 

⤴ 自治意識高揚の促進 

⤴ 町社会福祉協議会と連携したボランティアの地域活動参加への支援 

⤴ 空き家バンクを活用した移住支援 

⤴ 農地貸し付けなどのよる都市住民との交流事業 

⤴ 婚活イベント事業 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町のコミュニティ活動は、集落や区などを単位として、公民館や地域集会施設等を中心

に展開されてきました。地域住民の一体感を高めるためコミュニティが果たしてきた役割に

は多大なものがあります。しかし、近年、地域コミュニティを取り巻く状況は変化し、人口

流出による過疎化や高齢化による人手不足でコミュニティ機能の低下など活動の低調化を招

いています。 

一方、地域コミュニティを窮屈と感じる層が増えていることも否めません。また、コミュ

ニティ施設は順次整備されてはいるものの経年により老朽化が進んでおり、改修の必要な施

設も多数存在します。 

各集落はそれぞれの歴史や経過を持ち、互いに交流しながら形成されてきましたが、これ

からの活動では連携・協力が必要になるかもしれません。今後も引き続き、空き家の活用や

農地貸し付けによる交流事業、移住支援、婚活イベントの実施など各種の施策により人口の

減少を緩やかに保ちながら、地域のもつ特色をいかしたコミュニティづくりを推進すること

が必要となっています。 

「南部町総合計画策定に関するアンケート調査」結果によると、「地域の美化活動」「災害

時のボランティア活動」「地域で取り組む子育てへの協力」「高齢者や障害者への支援や施設

での手助け」などへ参加しても良いとする町民の割合が高く、このような関心の高さに応じ

たコミュニティ活動の推進が求められているといえます。 
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▼ 第３章 やさしさを育み生きがいを持てるコミュニティづくり  

第２節 医療・保健の充実 

 
１ 地域医療 

～ 基本方針 ～ 

一次医療機関として、診療所の充実

を図りつつ、二次医療機関として、県

内外の医療機関との広域的な連携の強

化を推進します。特に、高齢化に対応

した在宅医療体制の充実を推進します。

また、緊急時や救急時の医療体制の整備を推進します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①地域医療の充実 

町民ニーズを反映した一次医療として南部町国民健康保険診療所等の医療環境、医療機器

の整備と需要の多い診療科目の維持を図るとともに、峡南南部地域の医療体制を充実させる

ため近隣医療機関との連携体制の構築を目指します。また、県内外の関係機関及び二次医療

機関と連携しながら、休日、夜間などの救急医療体制を充実させます。 

②災害時の医療体制の整備 

大規模地震や台風など風水害に対応するため、災害時緊急医療体制の整備を促進します。

また、緊急時のドクターヘリ離着陸場の整備推進や維持管理を図ります。 

③子育て支援医療の整備 

町内小児科診療体制のさらなる充実と小児健診環境の整備を進めていきます。 

また、県内外の産婦人科及び助産院と連携を強化し、産前産後のケア事業を充実させてい

きます。 

  

地域医療 

１ 
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主要事業 

 

⤴ 峡南南部地域医療連携の推進、県内外の医療機関と連携した広域医療体制の強化 

⤴ 災害時緊急医療体制の構築 

⤴ 在宅医療体制の充実 

⤴ 休日夜間など救急医療体制の充実 

⤴ 小児救急医療の充実 

⤴ 救急医療への相談体制の充実 

⤴ 診療所医療機器の更新 

⤴ ドクターヘリ離着陸場の維持管理 

⤴ 産前産後ケア事業の充実 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

町内には、現在、公立の医療機関として、南部町国民健康保険診療所、万沢診療所のほか、

出張診療所１箇所（佐野）、民間の診療施設が２箇所、歯科医院が３箇所あり、それぞれ地

域医療を担っています。しかし、重症など生命身体等に関わる場合は町外または県外の医療

機関を利用する状況にあります。 

救急医療体制としては、関係機関の協力により休日夜間在宅医療体制や初期救急医療セン

ター、救急搬送体制及びドクターヘリ離着陸場の整備がされています。 

今後、一次医療としての地域医療機関が果たすべき役割は、ますます重要になりますが、

医療機関の減少、医師の高齢化及び医師不足といった課題も存在します。町内の医療機関の

連携はもとより、二次医療としてより高度な医療サービスを提供するために、近隣町の医療

機関との連携体制の整備、さらには県内外の医療機関との広域的な連携の強化も必要です。 

  



 

58 

▼ 第３章 やさしさを育み生きがいを持てるコミュニティづくり  

第２節 医療・保健の充実 

 
２ 健康 

～ 基本方針 ～ 

健康教育・健康診断・事後指導の充

実、健康づくり意識の高揚とその環境

づくり、重症化予防の徹底に努めます。 

各地域組織の活動を支援し、活力あ

る健康づくりを推進します。また、思

春期保健、子育て支援などの充実に努めます。 

 
 

施策の方向 

 

①健康教育の充実 

健康づくりを地域ぐるみで進めるために、「なんぶ健康会議*」を積極的に活用し町民の健

康意識の高揚を図ります。また「スマイルなんぶクラブ*」の活動により健康な町民を増やし

ていけるよう支援を推進します。 

②健康診断の受診推奨と指導の充実 

定期健診等の受診率の増加と、重症化を未然に防ぐための指導の充実を図ります。また、

健康意識を高めるための周知活動や健康教育、健康診断、マイナポータルを活用した結果の

一元的管理・事後指導を充実させます。さらに、健康づくりの環境整備と重症化予防の徹底

に努め、ヘルスプロモーション活動として、愛育会や食生活改善推進員等の地域組織活動を

支援し、活力ある健康づくりを推進します。 

③思春期保健及び子育て支援等の充実 

家庭を取りまく地域、職場、学校等、日常の生活状況を把握し、関係機関と連携を取りな

がら問題解決のための助言や支援を進めます。また、愛育会や食生活改善推進員等の地域組

織活動を支援します。 

さらに、子育て環境の整備のため母子手帳等の電子化を推進し、子育て支援情報のＤＸ化

を進めていきます。 

  

健 康 

２ 
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主要事業 

 

⤴ 生活習慣病予防事業の充実 

⤴ 自主的な健康管理意識の高揚と啓発 

⤴ 健康づくり事業の充実 

⤴ 各種メディアを使った健康情報の提供 

⤴ 子育て支援、思春期保健事業など母子保健の充実 

⤴ リハビリ訓練等による身体・精神機能低下防止事業の充実 

⤴ 愛育会、食生活改善推進員など地域組織の育成強化 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

WHO（世界保健機関）が発表した2023年版の世界保健統計によると、男女を合わせた平

均寿命が最も長い国は日本であり、その数値は84.3歳でした。平均寿命が延びることは喜ば

しいことですが、ここで重要なのは生活の質です。健やかに暮らすためには、健康寿命（健

康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）を延ばし、平均寿命との差

（不健康な期間）を縮めることが重要な課題となっています。 

医療の進歩とともに平均寿命は今後もさらに延びることが予想されます。そのため、健康

寿命が平均寿命にできるだけ近づくようにしなければ、日常生活に制限のある期間が長くな

り、本人の生活の質が低下するだけでなく、介護を担う家族などの負担も増大してしまいま

す。また、令和７年（2025）には「団塊の世代」がすべて後期高齢者（75歳以上）となり、

超高齢化社会に突入します。その結果、医療費や介護給付費など社会保障費の増大に伴い国

家財政が圧迫されることも懸念されるため、健康寿命を延ばすことは我が国の喫緊の課題と

言えるでしょう。 

本町では、平成26年（2014）に「～健康・長寿、日本一を目指して～」をキャッチフレ

ーズに「なんぶ健康会議」を立ち上げました。この会議では、健康寿命の延伸と生活の質の

向上を目指し、町民一人一人が生涯にわたり生活習慣の改善に努め、いつまでも健康に過ご

せるように、地域を含む社会全体で健康づくりを支援する体制の整備に取り組んでいます。 
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▼ 第３章 やさしさを育み生きがいを持てるコミュニティづくり  

第３節 福祉の充実 

 
１ 児童福祉 

～ 基本方針 ～ 

地域社会が子育て世代に寄り添い、

子育てに対する不安や負担、孤立感

を和らげることができるよう、妊娠

期から子育て期にわたって切れ目な

い支援を継続するための環境づくり

に努めます。 

 
 

 

施策の方向 

 

➀子育てに対する切れ目のない支援 

妊娠期から子育て期にわたって寄り添い、日頃の悩みや心配事にきめ細かな対応と切れ目

のない支援を行います。 

働きながら子育てをしている方を、地域全体で見守り、支え合うことができるような環境

整備を推進します。 

②子育て支援体制の充実 

安心して子育てができるよう、保育サービスの充実、保育所・児童館などの整備、育児不

安に対応した子育て支援に努めるとともに、町内幼稚園との連携を深めていきます。 

地域の中で子育て世代が支えられるよう、地域のニーズに応じた様々な子育て支援を推進

します。 

また、公立保育所が地域のセーフティネットとしての役割を果たすため、持続可能な保育

提供体制づくりを計画的に行います。 

③子どもの健康の確保及び増進 

妊娠期から子育て期までの一貫した健康管理の指導に努めるとともに、保護者が切れ目の

ない支援を受けられるよう支援体制の充実を図ります。 

  

児童福祉 

１ 
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主要事業 

 

⤴ こども家庭センターの整備 

⤴ ファミリーサポートセンター*の設置 

⤴ 児童短期支援事業（デイサービス事業・トワイライトステイ事業）の整備 

⤴ 放課後児童保育の利用ニーズに対応した提供体制の整備 

⤴ ０～２歳児保育料の軽減制度の拡充検討 

⤴ 保育人材の確保及び施設整備 

⤴ 妊娠期から子育て期にわたる支援の充実 

⤴ アプリを活用した子育て情報発信の強化 

⤴ 子育て関連手続きのＤＸの推進 

⤴ 公園等の子どもの遊び場の充実 

⤴ 児童館の再整備 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町においても平成22年（2010）国勢調査による15歳未満の子どもの数は879人で、令

和２年（2020）は568人と10年間で３分の２以下に減少し、少子化が進行しています。この

急速な少子化や核家族化などにより、地域間の人間関係が希薄になり子育て家庭が孤立する

など、子どもを産み育てることへの不安や負担感が高まっています。このため、子育ての問

題を地域の課題として町民が共有する中で、今後、地域の子育てネットワークの構築が求め

られています。 

女性の社会進出など、子どもたちを取り巻く社会状況が変化し、様々な保育サービスの要

望や放課後児童保育のニーズ拡大等の課題があります。本町では、富河保育所、栄保育所の

２箇所の公立保育所がありますが、園児数は年々減少し、保育所の小規模化が進んでいます。

また、共働き家庭の増加や就労形態の多様化に伴い、０歳児保育を令和元年度（2019）か

ら開始し、令和２年度（2020）からは病児・病後児保育も開始するなど、保育サービスの

充実に努めています。今後、保育サービスの拡充、こども家庭センターの整備、子ども・子

育て支援事業計画に基づく子育て支援対策など、保健部門や町内私立幼稚園とも連携しなが

ら精力的に施策を推進し、子どもたちが心身ともに健全に成長できる環境の整備や子どもを

安心して生み育て、子育てに喜びや楽しみを持てる環境づくりを進めることが必要となって

います。 
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▼ 第３章 やさしさを育み生きがいを持てるコミュニティづくり  

第３節 福祉の充実 

 
２ 高齢者福祉 

～ 基本方針 ～ 

「南部町地域包括ケアシステム*」

のさらなる深化と推進、高齢者福祉

施策の効率的・効果的な運営を図り、

高齢者が住み慣れた南部町で最期ま

で暮らしていけるために、高齢者福

祉対策を推進します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①南部町地域包括ケアシステムのさらなる深化と推進 

高齢者が住み慣れた南部町で最期まで暮らしていけるために、地域の支援、福祉・介護、

医療との連携等が一体的に提供される仕組みづくり「南部町地域包括ケアシステム」の深化

と推進を図ります。 

②介護予防の充実 

介護が必要な状態にならないように、また、介護が必要な人もできるだけ機能を維持・改

善できるように心身の機能の低下を予防し、機能訓練の充実を図ります。 

③生活支援サービスの充実 

住み慣れた南部町で継続した生活が営めるように、生活支援サービスの充実を図るよう検

討していきます。 

④認知症への理解促進と支援の充実 

認知症の早期相談や診断、対応等ができる仕組みの構築を推進します。また、認知症にな

っても住み慣れた南部町で最期まで暮らしていけるために、当事者、介護者、地域での支援

体制の構築を推進します。 

さらに、認知症の方が尊厳を保ち、希望を持って暮らせるように認知症に対する理解の促

進を図ります。 

  

高齢者福祉 

２ 
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⑤生きがい対策の充実 

ふれあいいきいきサロン、シニアクラブ、生涯学習活動、学校での各種講師や雇用・就労

機会の確保など、家に閉じこもりがちな高齢者が生きがいを持って社会に参加できるよう支

援を推進します。また、ふれあいいきいきサロンは、高齢者が気軽に集まり、趣味活動を通

じて心身をリフレッシュし、仲間づくりを行う場所として整備されています。これらのサロ

ンが、地域ボランティアによる自主的な運営が可能となるよう、支援を継続していきます。 

 

 

主要事業 

 

⤴ 南部町地域包括ケアシステムの深化と推進 

⤴ 地域ケア会議の推進 

⤴ 介護予防の充実 

⤴ 生活支援サービスの充実 

⤴ 認知症対策の推進 

⤴ 地域活動や生涯学習など社会参加の場の充実 

⤴ シルバー人材センターを活用した雇用・就労機会の確保 

⤴ シニアクラブなど活動拠点の活性化 

⤴ ふれあいいきいきサロンの自主的運営への支援 

⤴ アルファーセンターの有効活用 

⤴ 在宅福祉サービス及び在宅支援サービス 

⤴ 地域包括支援センターの機能の強化 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町の高齢化率は令和６年（2024）４月１日現在45.1％で、およそ２人に１人が65歳以

上です。令和22年（2040）には本町の人口推計によると高齢化率は54.3%で、町民の半分

以上が65歳以上となります。人口の減少と高齢化率の上昇により、高齢者単独世帯や高齢

者のみの世帯が多くなり、高齢者を支える担い手の減少が大きな課題となっています。 

また、近年の物価高騰により、介護サービス等を受けることによる経済的負担も増大して

おり、高齢者を取り巻く環境は厳しい状況になっています。 

しかし、高齢者が住み慣れた南部町で継続して安心して暮らしていけるように、充実した

介護予防や生活支援サービスの推進、認知症の理解促進や支援の充実が求められています。 
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▼ 第３章 やさしさを育み生きがいを持てるコミュニティづくり  

第３節 福祉の充実 

 
３ 障害者福祉 

～ 基本方針 ～ 

障害のある人の主体性・自主性を

尊重し、地域の中で自立しながら安

心して暮らすことができるよう総合

的な支援体制を構築し、障害のある

人に限らず、全ての人にとって住み

良い地域づくりを目指します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①生活の安定と自立の支援 

経済的安定の確保、就労支援体制の充実、福祉的就労の促進など、福祉・雇用分野の協力

や経済的な支援の充実を図ります。 

②障害者福祉の推進 

総合的・専門的な相談支援を実施するとともに、地域の相談支援体制を強化します。 

主な支援対策は、乳幼児期での早期発見やリハビリテーション活動等の療育事業の推進、

在宅で利用でき給付を受けられる地域生活支援事業等の障害福祉サービス事業の充実、障害

者（児）関係団体との連携強化や障害福祉ボランティアの育成等、合理的配慮の提供など障

害者の自立に向けた支援事業のさらなる推進と取り巻く環境の改善を図ります。 

③ノーマライゼーション*の推進 

ノーマライゼーションの理念に基づき、社会参加の促進を図りながら各種福祉施策による

共生社会の形成に努めます。 

  

障害者福祉 

３ 
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主要事業 

 

⤴ 障害者の社会参加の促進と交流の場の確保 

⤴ 雇用・就業の促進 

⤴ 障害児教育の推進 

⤴ 在宅福祉サービスの推進 

⤴ 障害者（児）関係団体や福祉ボランティアの育成 

⤴ 峡南圏域相談支援センターとの連携強化 

⤴ 基幹相談支援センターとの連携強化 

⤴ 障害福祉サービス計画相談支援事業の推進 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

ノーマライゼーションの理念のもと、障害のある人もない人もお互いの個性を尊重し、支

え合いながら、いきいきと暮らすことができる地域社会の構築が求められています。また、

障害のある人が地域社会へ参加しやすく能力を最大限に発揮し自己実現できるよう支援する

ことが必要です。 

住み慣れた南部町において障害のある人が自立した生活を送るためには、就労支援を含め

経済的に自立できる支援が求められます。しかし、実際には低賃金や障害の特性上就労でき

ない場合等、一般就労できない人が多くいます。その方々に対し、福祉的就労の場を確保す

るため福祉・雇用分野の協力や経済的な支援が必要です。また、制度が複雑化し多様な支援

体制が整いつつある中で、多くの方々は孤立し、様々な不安を抱えていると考えられます。 

今後、各種サービスに関する質問・相談や、日常生活上の悩みや不安・障害に関する専門

的な知識まで対応できる相談体制を強化するため、峡南圏域相談支援センターや基幹相談支

援センターと連携して地域の課題の吸い上げや課題解消に向け取り組んでいきます。 
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▼ 第３章 やさしさを育み生きがいを持てるコミュニティづくり  

第３節 福祉の充実 

 
４ 地域福祉 

～ 基本方針 ～ 

町民がもつ福祉の意識を一層高め、

全ての町民が住み慣れた南部町で最

期まで暮らしていくために、福祉関

係団体や関係者との連携を強化しな

がら、福祉の町づくりを推進します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①地域福祉推進体制の充実 

地域の支援、介護予防及び医療との連携等が一体的に提供される仕組みづくり「南部町地

域包括ケアシステム」による、地域福祉体制の充実を図ります。 

②地域福祉活動の推進 

民生児童委員や地域住民の代表者等と連携しながらの地域住民のボランティア活動の促進、

地域福祉活動の中心を担う社会福祉協議会の体制強化と活性化の支援を図り、福祉サービス

の利用促進など推進します。 

③地域共生社会の実現への推進 

制度・分野ごとの縦割りや「支え手」と「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域

の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代を超えてつながることで、町

民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく共生社会の実現を推進します。 

④ボランティア人材の確保と育成の推進 

持続可能な福祉の町づくり実現のため、福祉関係機関や地域の住民とともに地域ケア会議

等を活用して幅広い年代のボランティアの人材確保と育成を推進します。 

  

地域福祉 

４ 



第２編 第３次南部町総合計画/基本計画 ＊ ▼第３章 やさしさを育み生きがいを持てるコミュニティづくり＊ 

第３節 福祉の充実＊ 

67 

 

 

 

主要事業 

 

⤴ 地域福祉推進体制の充実 

⤴ 広報等による福祉意識の高揚 

⤴ 学校での福祉体験学習など福祉教育の推進 

⤴ 社会福祉協議会の体制強化・活動支援 

⤴ 福祉推進員と民生児童委員との連携強化 

⤴ ボランティアの確保と育成支援 

⤴ アルファーセンターの活用 

⤴ 福祉サービスの適正な利用と周知 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町の地域福祉活動は、社会福祉協議会を中心に、地域の各種ボランティアが原動力とな

って各地域で展開されています。また、町民相互の結びつきが強く、相互助け合いの風土が

残っているため、その利点をいかした地域福祉活動を展開する基盤が存在しています。 

福祉の基本は、思いやりや助け合いの心など近隣の相互扶助にあり、これら資産をいかし

ながら、福祉意識の啓発や福祉教育の推進など、地域福祉ネットワークづくりを推進するこ

とが求められています。しかし、人口減少による各種ボランティアの人員確保が今後の課題

となっています。 

「南部町総合計画策定に関するアンケート調査」の結果によると、参加しても良いと思わ

れるボランティア活動として、「高齢者や障害者への支援や施設での手助け」、「災害時のボ

ランティア活動」などに高い関心が寄せられています。今後、ボランティアの需要はますま

す増加し、ボランティアのニーズも多種多様化することが見込まれることから、このような

自主的なボランティアを把握し、参加の促進やボランティアグループの活動支援などを推進

する必要があります。さらに、地域包括ケアシステムをより深化させ、支援が必要な高齢者

や障害者を取り巻く諸問題への対応ができるように情報提供に努め、関係者と協力していく

ことが期待されています。 
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▼ 第３章 やさしさを育み生きがいを持てるコミュニティづくり 

第３節 福祉の充実 

 
５ ひとり親家庭支援、生活保護世帯福祉 

～ 基本方針 ～ 

ひとり親家庭支援や生活保護世帯

の福祉については、各関係機関との

情報共有を図るなど連携を密にし、

各制度の的確な支援に努め、適切な

指導を行っていきます。 

 
 

 

施策の方向 

 

①ひとり親家庭の支援の充実 

貸付制度や利子補給、医療費助成、各種手当てなど制度の充実により、生活の安定を図り

ます。また、個々に抱える問題に対処するため、民生児童委員との連携により相談・指導体

制の充実を図ります。 

②生活保護世帯の支援の充実 

生活保護世帯の自立を支援するため、民生児童委員と連携を図りながら、状況に応じた指

導助言を行い、生活の安定と経済的な自立に向けて生活保護制度の適切な実施に努めます。

また、関係機関と協力しながら就業機会の確保に努めます。 

 

 

主要事業 

 

①ひとり親家庭支援 

⤴ 経済的援助の充実 

⤴ 相談指導体制の充実 

②生活保護世帯福祉 

⤴ 経済的援護の推進と自立促進 

⤴ 相談指導体制の充実 

⤴ 就業機会の確保 

  

 

ひとり親家庭支援、 
生活保護世帯福祉 

５ 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

○ひとり親家庭支援 

現在、ひとり親家庭に対して、貸付制度や利子補給、医療費助成、各種手当て及び民生児

童委員による相談活動などが行われています。 

本町でも、離婚件数の増加など、ひとり親家庭世帯が増えており、心のケアなどを含めて

総合的な支援策が必要となっています。 

○生活保護世帯福祉 

令和２年（2020）以降、コロナ渦の影響を受けての失業や物価高騰などにより生活に困

窮する家庭が増えています。今後、相談、指導、助言など経済的な自立を促進することが課

題となっています。 

  

みんなが 

安心して暮らせる 

町だね 

タケオ 
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▼ 第３章 やさしさを育み生きがいを持てるコミュニティづくり  

第３節 福祉の充実 

 
６ 社会保障制度 

～ 基本方針 ～ 

高齢化社会が進む中で、年々増加す

る医療費や介護保険給付費を抑制する

ため、適正な社会保障事業の運営を行

い、あわせて「なんぶ健康会議」を基

軸に、生活習慣病予防を中心とした町

民総参加の予防対策を推進し、安定した社会保障制度の運営を目指します。 

 
 

施策の方向 

 

①国民健康保険の安定 

定期的な特定健診の受診による健康状態の把握、健診後のフォローアップにより、生活習

慣病の重症化予防対策を推進するとともに、制度運営の安定化と高水準の保険税収納率の確

保に努めます。 

②国民年金の充実 

老後を支える重要な制度として、国民年金制度の周知や年金相談活動の充実を図ります。

また、国などへ長期的視野に立った安心できる年金制度の構築を要請していきます。 

③後期高齢者医療保険の安定 

後期高齢者の自立した生活を実現し、健康寿命の延伸を図っていくため、生活習慣病等の

重症化を予防する取り組みと生活機能の低下を防止する取り組みを一体的に実施するととも

に、適正な保険料徴収により、安定した制度運営に努めます。 

④介護保険制度の持続 

持続可能な介護保険制度を確保するため、介護保険事業の適正化に努め、介護保険料の適

正化・収納率の向上に努めます。また、介護予防等の地域支援事業の充実を図り、介護保険

を利用しても、利用しなくても住み慣れた南部町で最期まで暮らしていけるために、地域の

支援、福祉・介護、医療との連携等が一体的に提供される仕組みづくり「南部町地域包括ケ

アシステム」のさらなる深化と推進を図っていきます。さらに、町民ニーズに対応した介護

保険サービスの整備についても検討していきます。 

  

社会保障制度 

６ 
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主要事業 

 

①国民健康保険 

⤴ 健康教育や健康相談、特定健診や特定保健指導の充実など、健康づくりの推進による 

健康寿命の延伸 

⤴ 資格取得喪失など適用の適正化 

⤴ 高水準の収納率確保（関係機関との連携と情報共有） 

⤴ レセプト（診療報酬明細）点検、医療費の通知、広報活動などによる医療の適正化 

⤴ 国保診療所の円滑な運営 

②国民年金 

⤴ 広報・相談活動の充実 

⤴ 国民年金対象者への加入促進 

⤴ 国民に信頼される制度構築のための国への要請 

③後期高齢者医療保険 

⤴ 健康教育や健康相談、健康診断の充実など健康づくりの推進による健康寿命の延伸 

⤴ 資格取得喪失など適用の適正化 

⤴ 収納率の維持 

⤴ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業 

④介護保険 

⤴ 南部町地域包括ケアシステムの深化と推進 

⤴ 介護保険事業適正化の推進 

⤴ 介護保険制度の周知や相談業務の充実 

⤴ 迅速・適正な認定作業の推進 

⤴ 介護保険サービスの充実 

⤴ 地域支援事業の充実 

⤴ ケアマネジャーなど専門職員の確保と資質の向上 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

○国民健康保険 

平成30年度（2018）に施行された広域化（都道府県化）、令和６年（2024）12月には従

来の被保険者証が廃止され、マイナンバーカードと保険証が一体化されるなど、大きく変貌

しつつある国民健康保険。その被保険者数は1,488人、加入世帯数は1,053世帯と、団塊の世

代の後期高齢者医療保険への移行及び社会保険への加入促進等により被保険者数は減少して

おり、総人口に対して21.7％と町民の約1/5が加入している状況です（令和６年（2024）３

月末現在）。 

国民健康保険制度の財源は、被保険者からの保険税と国庫補助金等を基盤として運営され

ていますが、被保険者の高齢化による課税対象所得の減、医療の高度化等による医療費の増

加などにより、その運営は厳しいものになると予想されます。 

今後も国保財政の維持と被保険者の保険税負担の公平性を確保することが重要です。また、

被保険者の生活の質の維持・向上、健康寿命の延伸を図り、その結果、医療費の適正化とい

う結果に繋げることが必要です。 

 

○国民年金 

10年前と比較すると被保険者数は約半減し750人ですが、受給者数は3,206人、受給金額

は2,369,701千円（うち老齢年金は3,011人、2,225,627千円）と増加しています（令和６年

（2024）３月末現在）。 

以前からの年金制度に対する「年金不信」は、いまだに根強くありますが、引き続き信頼

される年金制度の構築を関係機関に要請するとともに、町民に対しては広報活動等を通じて

制度の周知を図っていくことが必要です。 

 

○後期高齢者医療保険 

75歳以上の町民と65歳から74歳の障害のある方を被保険者として、山梨県後期高齢者医

療広域連合が主体となり市町村と業務を分担し運営しています。後期高齢者の被保険者数は

1,718人で、総人口に対して25.1％と町民の約1/4が加入しています（令和６年（2024）３

月現在）。 

後期高齢者医療制度の財源は、被保険者からの保険料と国庫補助金、各被用者保険からの

負担金を基盤として運営されていますが、団塊の世代の本制度への移行に伴う被保険者の増

加により医療費が増嵩しています。 

健診による早期発見、早期治療により疾病の重症化を予防するとともに、高齢者の通いの

場を中心とした介護予防・フレイル対策、就労・社会参加支援を一体的に実施していくこと

が必要です。 
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○介護保険 

本町の第１号被保険者数は令和６年（2024）３月末現在で3,147人、要介護・要支援認定

者数は566人（第２号被保険者含む）です。また、高齢者人口はピークを迎え、被保険者数、

認定者数は減少していくが、サービス受給者１人あたりの介護保険給付費は横ばいで推移し

ていく見込みです。 

今後、持続可能な介護保険制度の運営を確保していくために、介護予防等の地域支援事業

の充実と、介護保険だけでなく、地域の支援、福祉・介護、医療連携を図り「南部町地域包

括ケアシステム」のさらなる深化と推進を図る必要があります。 
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▼ 第４章 安心して暮らせる町づくり 

第１節 生活道路網の整備 

 
１ 生活道路 

～ 基本方針 ～ 

町民の利便性と安全性を重視した道

路環境を整備します。また、橋梁等老

朽化が進んだ施設は、耐震化などの安

全性を確保した修繕を施し強靭化を図

ります。農林道を含め機能的役割を果

たす道路網整備を推進するとともに、利便性の高い町営バス路線網の編成

に努めます。 

 
 

施策の方向 

 

①町道等の整備促進 

町道や農道、林道等については、町民ニーズを反映し、計画的な改良等を進めるとともに、

基幹道路へのアクセスや機能的な道路網の構築に取り組みます。道路の維持管理のために、

定期的にパトロールを行い、補修箇所の早期発見と補修工事を実施します。また、町営バス

が運行している道路、または運行が検討されている道路については、バスの安全な運行に必

要な改良工事を実施していきます。 

橋梁については、南部町橋梁長寿命化修繕計画に基づき、順次修繕を実施する必要があり

ます。また、道路の損傷箇所や変状を早期に発見し適切な処置を講じ、継続的かつ効率的な

維持管理を行います。 

②道路環境の整備促進 

道路交通の安全確保のため、歩道、カーブミラー、道路標識、街路灯、信号機などの整備

を進めます。また、町民や観光客などにわかりやすい、景観と調和のとれた観光案内標識の

設置を推進します。 

③町営バスの利便性向上 

町営バスの利便性向上に向けて、車両更新を計画的に進めていくとともに、高齢者や学生

等交通手段を自ら持たない町民を考慮した路線の再編を行います。 

  

生活道路 

１ 
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④身延線の利便性向上 

ＪＲ身延線を利用する通学者等の利便性向上に向けて、本数の増発など身延線沿線活性化

促進協議会等を通じてＪＲへの要望を促進していきます。また、内船駅、十島駅、井出駅、

寄畑駅の周辺整備に努めます。 

 

 

主要事業 

 

⤴ 計画的な拡幅や改良等による町道の整備 

⤴ 農林道等を含めた機能的な道路網の構築 

⤴ 道路維持管理のためのパトロールと早期補修 

⤴ 町営バスの路線に配慮した道路改良 

⤴ 橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕の実施 

⤴ 歩道、カーブミラー、街路灯、信号機など整備による安全の確保 

⤴ 景観に配慮したわかりやすい案内標識の設置 

⤴ 計画的な町営バスの車両更新 

⤴ 高齢者や児童等を考慮した町営バス路線等の見直し 

⤴ 身延線利用者の利便性向上のためのＪＲへの要望促進 

⤴ 身延線の町内各駅周辺整備 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町の道路網は、南北に走る中部横断道を根幹に国道２路線、県道５路線と多くの町道で

構成しています。山間部である町内の移動手段は自動車が中心で、町内外への通勤通学や買

い物等のため、道路は極めて重要なインフラです。また、公共交通機関は、ＪＲ身延線と町

営バスがありますが、ＪＲ身延線については、通勤者のマイカー利用や少子化による高校生

の減少等により利用者が減少する状況にあります。今後、免許を返納した高齢者や電車利用

観光客の交通手段として、町営バスの運行本数と運行路線を確保するとともに町営バス制度

の効率化が必要となっています。 

生活基盤となる道路網整備と交通機関は町民の生活向上と安心安全な生活環境づくりに必

要なため、引き続き道路の点検や橋りょうの耐震化などの管理を徹底します。 
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▼ 第４章 安心して暮らせる町づくり 

第２節 広域道路網の整備 

 
１ 広域道路 

～ 基本方針 ～ 

町民の日常生活におけるアクセス

向上のための国道・県道の整備促進

と雨量規制撤廃を含めた安全性確保

について関係機関へ強く働きかけ、

早期実現を目指します。 

 
 

施策の方向 

 

①国道・県道等の整備促進 

中部横断自動車道北部区間の建設促進、国道52号線及び国道469号線の整備促進を国・県

等に要望していきます。また、国道52号線の工事に関し、早期工事を希望する箇所の把握に

努め、迅速な工事の実施を要望し工事方法や工事期間の周知及び工事期間の短縮を国に求め

ていきます。さらに、県道の御屋敷、井出、内船地区などでの改修工事が計画されています

が、引き続き県に対し、町内にある県道の整備促進を要望していきます。 

②安全対策等関係機関との調整 

国道52号線については、定住促進の観点からも通勤通学時に不便をきたさないために雨量

規制の緩和措置等、安全対策を考慮する中で関係機関に求めていきます。 

 

 

主要事業 

 

⤴ 中部横断自動車道北部区間、国道52号線、国道469号線の整備促進の要望 

⤴ 国道、県道の雨量規制の緩和、撤廃の要望 

⤴ 国道52号線について早期工事希望箇所の把握と実施の要望 

⤴ 国道52号線の工事方法、工事期間の周知と工事期間短縮の要望 

⤴ 町内にある県道の整備促進の要望 

  

広域道路 

１ 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

令和３年（2021）に開通した中部横断自動車道（山梨―静岡間）は、本町を山梨県の新

たな南の玄関と位置付け、合わせて都市へのアクセスが向上したことで本町の発展を担う道

路となりました。並行する国道52号線も重要な基幹道路であり、町民の生活に欠かせない

存在です。 

また、万沢から御殿場市へとつながる国道469号線は延長約50㎞の整備構想路線となって

おり、新東名高速道路や東名高速道路及び国道１号線の代替道路としての機能を持っていま

す。これら国道は改良工事や防災工事が進められており、雨量規制の緩和も行われるように

なりましたが、さらなる安心・安全のためには改良が求められます。 

生活圏である富士宮市や富士市への主要道路である県道富士川身延線は改良工事が進み、

狭隘箇所の解消が図られています。また、令和５年（2023）に富士川かりがね橋が開通し、

町内からの通勤や流通の利便性が向上しました。 

このように広域道路の整備は、本町の定住促進や産業振興に欠かせない重要なインフラで

す。中部横断自動車道の開通は、産業、物流、観光、防災、医療など多岐にわたる分野に好

影響をもたらしています。今後も防災工事や狭隘箇所解消等、多様な問題解決に向けて、関

係機関と連携していくことが重要となります。 
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▼ 第４章 安心して暮らせる町づくり 

第３節 防災・災害対策、消防・救急対策の充実 

 
１ 防災・災害 

～ 基本方針 ～ 

国や県と連携した各種防災・減災

対策事業を推進していきます。また、

地域防災計画に基づき、災害時に的

確迅速に対応できる災害対策体制の

確立を図ります。 

 
 

 

施策の方向 

 

①防災対策事業の推進 

県の示す土砂災害警戒区域や浸水警戒区域に基づき町のハザードマップを作成し、国・県

など関係機関共同による定期的な巡視、点検、訓練を実施します。また、国や県と連携の上、

ハザードマップの更新を実施し、治山治水・砂防事業を推進することで、防災上の危険箇所

の早期解消を図ります。危険区域に対しては、周知、警戒避難対策、住宅等の新規立地抑制

といった対策を講じます。 

避難場所は、体育館などの公共施設が防災拠点として機能することになっていますが、こ

れら以外の指定避難所である公民館や集会所の耐震化促進を図るとともに、町民各世帯の一

般木造住宅の耐震化事業の推進に努め、安全性の確保を図ります。また、各防災関係機関、

ボランティア組織、他市町村、民間企業等との総合的な救助・救援体制をさらに強化し、防

災体制の確立を図ります。 

②防災意識の高揚 

地域防災計画、国土強靭化地域計画、ハザードマップの更新、防災リーダーの育成、勉強

会、訓練の実施などを通じ、町民の防災意識の高揚や防災知識の普及を図るとともに、自主

防災組織の強化の充実を進めていきます。 

特に防災リーダーの育成、勉強会、訓練については、老若男女を問わず参画を推進し、発

災時には誰もが地域を守れる体制を構築していきます。また、小中学生についても訓練や勉

強会への参加を推進し地域全体の防災力向上を目指します。 

  

防災・災害 

１ 
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主要事業 

 

⤴ 指定避難所となる公共施設の耐震促進 

⤴ 一般木造住宅の耐震化事業の推進 

⤴ 防災施設、資機材、食料の備蓄（町、自主防災会、個人）の推進 

⤴ 避難場所の整備と町民への周知 

⤴ 災害時における要支援者の個別避難計画の作成 

⤴ 災害時の通信体制の整備確立（無線機の点検及び訓練、災害時の連絡網の確認の徹底） 

⤴ 南海トラフ地震の防災体制の整備 

⤴ 地域防災計画による防災意識の高揚 

⤴ 自主防災組織、防災訓練の充実 

⤴ 防災リーダーの育成 

⤴ ハザードマップの更新と周知 

⤴ 防災計画及び国土強靭化地域計画、各種マニュアルの充実 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町は周囲を急峻な山々に囲まれ、町の中央を富士川が流れ、その支流となる多くの河川

があります。これらの支流河川沿いには、崩壊のおそれのある急傾斜地や、水害及び土石流

発生のおそれのある渓流など、数多くの危険箇所が存在しています。近年、日本各地におい

て台風や集中豪雨、線状降水帯などによる猛烈な降雨や突風による災害が多発しているため、

それらに対する対策が必要です。 

また、本町は南海トラフ地震の震源域に位置するため、地震防災体制の強化も喫緊の課題

となっています。体育館などの公共施設は防災拠点（避難所等）として機能しますが、各地

区が孤立する可能性もあるため、指定避難所である公民館や集会所の耐震化促進と一般木造

住宅の耐震化事業の推進が不可欠です。さらに、大地震や大規模な土砂災害等が発生すれば、

道路交通網が一時的に機能しなくなる可能性があるため、負傷者や救護者の広域緊急輸送、

救援物資等の輸送にはヘリコプターの利用が必要かつ効果的と考えられます。今後、国の動

向を注視しつつ、地震や風水害などに対応した地域防災計画と国土強靭化地域計画の見直し

を適宜行い、防災関係機関、ボランティア組織、他市町村、民間企業等との総合的な救助・

救援体制の確立に努める必要があります。 

加えて、町及び自主防災会では、災害時用の資機材や食料を備蓄し事前の対策を行ってい

ますが、災害時には行政機関が一時的に麻痺することも想定されるため、自助と共助の重要

性が増しています。今後、広報活動や勉強会、訓練などを繰り返し実施して町民及び自主防

災会の防災意識向上を図る必要があります。 

その他の災害として、富士山噴火による火山降灰災害や中部電力浜岡原子力発電所の動向

を踏まえた応急対策、武力攻撃等から国民を守るために制定された国民保護法に基づいた避

難体制等の整備も図らなければなりません。 
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▼ 第４章 安心して暮らせる町づくり 

第３節 防災・災害対策、消防・救急対策の充実 

 
２ 消防・救急 

～ 基本方針 ～ 

町民の安全や安心の確保のため、

多様化する災害に対応できる消防体

制の充実や地域に適応した機能的な

消防施設の整備、救急搬送体制の充

実を目指します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①消防体制の充実 

峡南広域行政組合消防本部と連携し、迅速かつ適切な消防活動を行います。また、被雇用

者の消防団員が活動しやすい体制の整備を促進するために、消防団協力事業所制度の拡大と

新入団員、機能別消防団員*の確保を図りながら、消防団の再編を検討していきます。 

火災予防運動や各種訓練など、女性・子ども・高齢者等への消防・防災教育を充実させ、

防火意識の醸成、浸透を図っていきます。 

②消防施設の整備 

地域に適応した機能的な消防自動車、拠点施設、無線・資器材等の消防設備の整備、更新

を進めていきます。また、耐震性貯水槽や消火栓などの設置や取替え、自然水利の確保と利

用など消防水利の充実を図ります。 

急峻な山々に囲まれた本町の特性を考慮し山林火災等への災害に備えて、消防団員の安全

確保に配慮した装備の充実を図ります。 

③救急搬送体制の充実 

峡南広域行政組合消防本部と連携し、救急患者搬送体制の充実を図るとともに、救命講習

会の実施やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の普及啓発に努めます。 

 

主要事業 

 

⤴ 峡南広域行政組合消防本部と連携した迅速かつ適切な消防活動の推進 

⤴ 新入団員・機能別消防団員の確保、消防団協力事業所の拡大 

消防・救急 

２ 
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⤴ 消防団活動のＰＲ 

⤴ 火災予防運動の推進 

⤴ 女性・子ども・高齢者への消防教育の充実 

⤴ 地域に適応した機能的な消防自動車、拠点施設、無線等の整備・更新と充実 

⤴ 耐震性貯水槽、消火栓、自然水利等消防水利の充実 

⤴ 峡南広域行政組合消防本部と連携した救急患者搬送体制の充実 

⤴ 救急救命士の育成への協力 

⤴ 普通救命講習会の実施 

⤴ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の普及、講習会の開催 

⤴ 消防活動等マニュアルの充実 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町の消防体制は、常備消防として峡南広域行政組合消防本部中部消防署南分署と、非常

備消防としての町消防団により構成され、両者は連携して活動を行っています。 

町消防団は２分団22部で組織されていますが、近年、若者の町外への流出や人口減少に

より、団員の確保が難しくなってきています。また、多くの団員が町外で就業しているため、

昼間の火災発生時に迅速かつ十分な消火活動ができるかという課題もあります。これらの課

題に対処するため、団員が入団しやすい環境の整備、再入団の促進、機能別消防団員の確保

を行い、消防力の確保をしていく必要があります。さらに、消防団と事業所との協力体制を

強化するため、「消防団協力事業所表示制度」を導入しており、今後は協力事業所のさらな

る拡大を目指します。また、消防団員が「地域のために活動をしている、貢献している」と

いう使命感と責任感を持ち、誇りと魅力を感じられる地域と組織づくりに積極的に取り組む

必要があります。 

一方で、町民の生命、身体及び財産を守るため、団員自身の資質向上を図る各種研修会や

基礎訓練に積極的に参加し、近い将来発生が懸念される南海トラフ地震や風水害など多様な

災害に対応できるよう、消防団資機材等の充実にも努める必要があります。現在、配備され

ている消防自動車や拠点施設などの消防施設は、緊急時に対応できるよう引き続き点検整備

や更新を行う必要があります。また、消防水利に関しては、耐震性貯水槽の設置促進、消防

団活動の安全確保対策、装備の充実が不可欠です。救急体制については、峡南広域行政組合

消防本部中部消防署南分署が救命救急士を配置し、常時出動できる体制を整えています。し

かし、総合病院や救命救急病院が町内や近隣にはないため、隣県の富士宮市立病院など静岡

県側を含めた広域的な連携により、患者を遠隔地の医療機関に搬送しています。中部横断自

動車道の全面開通により搬送時間は緩和されましたが、依然として搬送には時間がかかるた

め、町民は不安を感じています。そのため、一次診療の充実、防災ヘリやドクターヘリとの

連携体制の強化、広域的な連携による医療機関の受け入れ促進が求められます。 

また、誰もがＡＥＤ（自動体外式除細動器）を迅速に活用できることが重要であり、その

操作方法の周知が必要です。 
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▼ 第４章 安心して暮らせる町づくり 

第４節 防犯・交通安全対策の充実 

 
１ 防犯・交通安全 

～ 基本方針 ～ 

町民が安心して暮らすことができ

るよう、関係機関との連携を密にし、

防犯体制の強化を図るとともに、交

通安全運動による意識の高揚を図り、

安全な町づくりを目指します。 

 
 

施策の方向 

 

①防犯意識の改革 

巧妙な手口による詐欺や凶悪化する犯罪から身を守れるよう、広報やＦＭ告知放送等を通

じ、町民の防犯意識の高揚とその強化に努めます。また、生活安全条例に基づき、地域安全

意識の高揚を図ります。 

警察署、消防団と連携し、町内各戸に対し防犯診断を実施します。 

警察署などの関係機関、防犯連絡所協会などと連携し、子どもたちに対する「みんなの

110番の家」の再認識の徹底や、防犯教育の推進を実施していきます。 

②防犯施設の充実 

町民からの防犯灯設置要望等に基づいた設備の充実を図ります。 

③犯罪抑止のためのパトロール 

警察署と連携し青色防犯パトロール車による町内の巡回パトロールを実施し、犯罪を抑止

します。 

④交通安全施設の整備 

カーブミラーなどの設置要望に基づき、ドライバーや交通弱者等に配慮した交通安全施設

の整備を図ります。 

⑤交通安全の啓発 

高齢者、子どもなどに対する地域行事や、保育所・幼稚園・小中学校などでの交通教室を

実施していきます。 

警察署、交通安全協会など関係機関と連携し、街頭指導所の開設を通じ交通安全の啓発や

交通マナーの向上を図ります。 

道路交通の円滑化や安全性の確保を図るため、地域の実情に即した交通規制を関係機関と

連携し、交通秩序の維持に努めます。  

防犯・交通安全 

１ 
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主要事業 
 

⤴ 広報等による防犯意識の改革 

⤴ 生活安全条例に基づく地域安全意識の高揚 

⤴ 地域や関係機関との連携（防犯診断、青色防犯パトロール） 

⤴ 子どもたちへの防犯教育の実施・保護者会等の強化などによる防犯教育の実施 

⤴ 防犯灯の設置と適正な維持、管理 

⤴ 交通弱者等に配慮した交通安全施設の整備 

⤴ 高齢者、子どもへの交通安全教育と交通死亡事故防止 

⤴ 関係機関と連携した交通安全の啓発、交通マナーの向上 

⤴ 自転車等の安全（適正）利用とヘルメット着用の推進 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

全国的に犯罪の凶悪化や低年齢化が進む中、外国人犯罪も急増しています。経済の発展と

ともに社会や家庭に物資が豊富になり、不自由なく暮らせると感じる今日ですが、それにも

かかわらず犯罪は後を絶ちません。山梨県における令和５年（2023）の刑法犯認知件数は、

3,365件で、前年比で475件（16.4％）増加しましたが、刑法犯認知件数のピークであった

平成14年（2002）の15,245件と比較すると1/4以下の水準にあります。これは、警察、自治

体、自主防犯ボランティア、町民及び関係団体が連携して行った犯罪抑止対策が成果を上げ

たものと考えられます。本町においては、犯罪安全度、窃盗全体安全度、侵入窃盗安全度、

自動車・オートバイ窃盗安全度、車上狙い・部品狙い安全度などにおいて、犯罪被害に遭う

危険性が低く、安全な地域と評価されています。しかし、情報化の進展や交通網の整備に伴

い、模倣犯罪や高齢者を狙った詐欺など犯罪の広域化と巧妙化が懸念されています。安心し

て暮らせる居住環境を維持するため、各地域で連携を深め、積極的な犯罪抑止対策や活動を

継続する必要があります。 

交通事故のない社会を実現することが究極の目標ですが、一朝一夕には達成困難です。山

梨県における交通事故発生件数と負傷者数は減少傾向にあるものの、依然として憂慮すべき

状況です。特に高齢化率の進行が全国平均を上回り、交通死亡事故における高齢者の被害割

合も高い状況です。高齢者の特性を踏まえた安全運転の推進と、効果的な交通安全の普及啓

発を早急に進めるため、高齢者対策を強化し、高齢者の交通死亡事故防止に努めると同時に、

一人一人の交通安全意識の醸成を図らなければなりません。 

人命尊重の基本理念に基づき、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付ける

とともに、地域社会の参画と協働により悲惨な交通事故の発生を防止し、「安全・安心に暮

らせる町づくり」を目指します。  
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▼ 第４章 安心して暮らせる町づくり 

第５節 消費生活の安全対策強化 

 
１ 消費生活 

～ 基本方針 ～ 

安心・安全な消費生活を送れるよ

う、関係機関と連携し、町民に対す

る啓発活動を強化するとともに、相

談体制・意識啓発の充実を図ります。 

 
 

 

施策の方向 

 

①消費生活に関する啓発活動の強化 

消費生活環境の多様化により、消費者がトラブルに巻き込まれる可能性も増えています。

町民が被害に遭わない賢い消費者になるための情報を、窓口にチラシを設置・広報・ホーム

ページ・ＦＭ告知放送・組長配布等を通じて提供していきます。また、啓発活動・各種講座

を用いた意識啓発を図ります。 

②消費者相談体制の充実と関係機関との連携 

町、消費生活センター及び警察署等の相談窓口を積極的に活用していただくよう周知しま

す。また、最新情報を提供し消費者の保護を図ります。 

 

 

主要事業 

 

⤴ ＦＭ告知放送・広報・ＳＮＳ等による悪質商法に対する注意喚起 

⤴ いきいき大学・公民館等での出前講座による啓発 

⤴ 消費生活研究会・相談員との連携による啓発・相談業務の充実 

⤴ 関係機関との連携による情報提供等の強化 

  

消費生活 

１ 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

高度情報通信社会や技術改革・規制緩和・国際化等の進展により、新たな商品や役務の提

供など、消費生活の質や豊かさの向上にプラスとなる面が増えています。一方で、取引方法

が複雑化・多様化し、関連する知識や情報の専門性・高度化などが進み、消費者と事業者間

における情報の格差はますます拡大しています。このような中、消費者の知識・経験不足に

つけ込んだ若年層や高齢者・障害者などを狙う悪質商法も社会問題化しています。今後、合

理的意思決定ができる等の消費者の権利実現に努めるため、町民に対する情報提供の強化と

消費者教育の充実が必要になっています。 
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▼ 第４章 安心して暮らせる町づくり 

第６節 地域情報化の推進 

 
１ 地域情報化 

～ 基本方針 ～ 

高速で大容量の情報通信網により、

産業の発展・定住促進・企業誘致等、

住み良い町づくりに向け、時代に沿

った施策を進めます。 

 
 

 

施策の方向 

 

①光ファイバ網を活用した町内情報一元化の推進 

町内全域に敷設した光ファイバ網を活用し、町民生活の利便性向上に資する各種情報を配

信します。また、若者の定住促進や産業振興、企業誘致等に向けた環境づくりに活用します。

映像を用いた情報発信については、検討を重ねていきます。 

②光ファイバ網の維持管理の検討 

光ケーブルのＮＴＴ東日本への無償譲渡契約締結に向けて、各種事務手続きの準備を進め

ます。 

③情報インフラ網の冗長化 

有線に頼る情報インフラ網は、山に囲まれた地域では発災時等の脆弱性を内包した状態で

あるため、不測の事態であっても最低限の情報通信が可能となる環境の整備について検討し

ます。 

  

地域情報化 

１ 
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主要事業 

 

⤴ 町内全域へ敷設した光ファイバ網の活用 

⤴ ＮＴＴ東日本への光ケーブルの譲渡 

⤴ 不測の事態、環境下での情報通信環境の模索 

⤴ なんぶ光ネットふるさと情報センターの情報通信設備の更新及び整備検討 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

町内全域に敷設してある光ファイバ網は、現状、町の所有物であり、維持管理に多額の保

守料が発生しています。しかし、これについては、設置時に敷設したケーブルをＮＴＴ東日

本へ貸し出すことで賃料を得ており、維持管理費と相殺しています。（ＩＲＵ契約） 

課題点としては、光ケーブルのほとんどは、東京電力柱あるいはＮＴＴ柱に共架されてい

るため、電柱の老朽化等に伴う建て替え（支障移転）が多数発生してきており、これらの工

事費用は、契約上補償対象とならないため費用の確保が課題となっています。また、使用開

始から10年以上が経過し今後耐用年数の関係で敷設替えが必要となってくることも課題と

なります。 

それらのことを考慮して、使用開始から10年以上経過した設備については、ＮＴＴ東日

本へ無償譲渡をすることが可能となったことから、令和７年度（2025）中に必要な調査・

協議をして、令和８年度（2026）の譲渡を目指しています。 

今後、老朽化が進んでいる情報通信施設の基幹設備の更新検討が必要となってきます。 
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▼ 第５章 郷土愛を持つ人づくり 

第１節 地域に根差した教育・学習活動の推進 

 
１ 学校教育 

～ 基本方針 ～ 

自然・歴史・文化等の地域の特性を

いかしながら、特色ある教育活動を展

開し、学力の向上や豊かな心とたくま

しい体づくりをめざすとともに、伝統

と文化を尊重しふるさとに誇りと愛着

をもつことのできる子どもの育成に努めます。 

 
 

 

施策の方向 

 

①教育環境の整備 

学校教育においては、一人一人に「確かな学力」、「豊かな心」や「健やかな体」をバラン

スよく育むとともに、将来の夢や希望の実現に向けて根気強く取り組み、学習意欲を高める

などの「生きる力」を育成することが求められています。 

子ども一人一人の個性や能力を伸ばし、社会で発揮できるよう質の高い、魅力あふれる教

育を推進します。また、学校教育における情報化を進め、情報活用能力を育成するためＩＣ

Ｔ環境の整備を推進します。 

教育支援活動としては、教育支援センターを充実させ、児童生徒及び保護者の就学や家庭

環境等の不安や悩みに対処し、不登校児童生徒の学校復帰を支援するなど、教育相談体制の

充実を図ります。また、心身の発達に障害のある子どもの早期対応に努め、適切な教育相談

及び就学指導を実現するための組織的､効果的な支援体制づくりを推進します。 

統合については、児童数の減少が続くことが予想され、良好な教育環境の維持・向上を図

るために、令和８年（2026）４月の開校を目指し南部地区小学校の統合を進めます。 

児童生徒が登下校時において事故や犯罪に巻き込まれることがないよう、スクールガード

リーダーなどと連携しながら安全確保に努めます。 

学校給食では、子どもたちの健康の増進や体力向上等を踏まえ、地場産物の積極的な活用

などにより、安全でバランスの良い給食を提供するとともに、子育て世帯の負担軽減を図る

ため、給食費無償化を継続します。 

  

学校教育 

１ 
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②教育内容の充実 

これからの激動する社会の中では、自分の良さや可能性を認識するとともに、他者の多様

性を受け入れながら持続可能な社会の創り手となることが求められています。学校教育では、

一人一台端末等ＩＣＴ機器を最大限活用し、児童生徒の個別最適な学びと協働的な学びの一

体的な充実を図り、これまでの一斉型授業にとらわれない、主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善を進めます。 

学力の向上はもとより、児童・生徒の個性や能力を伸長し、豊かな人間性をもつ子どもを

育てるため、地域資源などを活用しながら、教育内容の充実、多様化に努めます。それぞれ

の発達段階に応じて、基本的な生活習慣を身につけさせるとともに、命の大切さや人権を尊

重する心、自然を愛する心、郷土を愛する心を養います。また、食育と合わせて、心と体の

教育を推進します。 

③ふるさと教育の推進 

自然・歴史・文化等の郷土学習によってふるさとに対する認識を高めるだけでなく、地域

の人々とのふれあいや地域に出かけて行う自然体験、社会体験、職場体験等を通じて、ふる

さとへの愛着と誇りを養うとともに、地域社会の一員としての自覚を身につけた心豊かな人

間性・社会性を持つ子どもを育む教育を推進します。 

また、令和元年度（2019）に教育委員会が、町の自然や歴史、文化、産業を題材にして制

作した「ふるさとカルタ」は、楽しみながら「ふるさと南部」を学ぶことができるアイテム

であり、積極的な活用を図ります。 

④幼児教育の推進 

幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる大切な時期であり、この時期の子ども

たちの健やかな心身の成長を支えるため、幼児教育の充実を図ります。また、小学校との円

滑な接続を目指し、家庭、保育所・幼稚園と連携しながらより良い教育環境の整備に努めま

す。 
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主要事業 

 

⤴ 教育支援センターの推進 

（不登校対策事業・学力向上事業・小小連携事業・英語教育支援事業） 

⤴ ＩＣＴ環境の整備（一人一台端末の更新・端末管理システム及び授業支援システムの導入・

クラウドソフトの導入・デジタル教科書の活用） 

⤴ スクールバスの更新 

⤴ 心の教室相談員制度の継続実施 

⤴ 特別支援教育の充実 

（就学相談・特別支援教育支援員の配置・特別支援教育就学奨励事業の継続） 

⤴ 要保護・準要保護児童生徒就学援助事業の継続 

⤴ 南部地区小学校の統合及び通学区域の見直し 

⤴ 通学路の整備及び防犯を兼ねた校庭の整備 

⤴ 学校照明のＬＥＤ改修 

⤴ 学校給食共同調理場の整備及び給食車の更新 

⤴ 小中学生の給食費無償化の継続 

⤴ 基礎基本の定着と時代に即した教育の推進 

⤴ 体験学習及び学校間交流の推進 

⤴ ＡＬＴ配置事業を活用した幼児から中学生までの英語教育の充実 

⤴ 英語専科教員の配置 

⤴ 町単教員の配置継続（複式学級解消事業・きめ細かな学習支援事業） 

⤴ 学校図書館の充実 

⤴ ふるさと教育の推進 

⤴ 学校運営協議会事業の充実 

⤴ 小中学校入学祝金事業の継続 

⤴ 災害備蓄品・資機材の更新 

⤴ 中学校部活動の地域移行事業の推進 

⤴ 現代的課題に応じた教育の推進（金融教育、ＳＤＧｓなど） 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町には、現在小学校が３校、中学校が１校あり、それぞれ地域に根差した特色ある教育

が展開されるとともに、生きる力を育む質の高い学校教育を創造するため、個別最適な学び

と協働的な学びの一体的な充実を図り、主体的・対話的で深い学びの実現を目指し取り組ん

でいます。基礎的・基本的な知識及び技能を定着させ、これらを活用して主体的に学習に取

り組む姿勢を養い、個性をいかす教育の充実に努めています。また、集団の一員としての基

本的な生活習慣やより良い人間関係の育成に努めるとともに、自然を大切にし、地域に学び、

地域を愛し、伝統と文化を尊重する態度の養成や、健康で安全な生活を送ることができる心

身ともに健康でたくましい子どもの育成にも努めています。さらに、国際理解教育を推進し

英語によるコミュニケーション能力の基礎も養っています。 

学校施設の整備については、必要に応じて校舎内外を改修しています。また、ＧＩＧＡス

クール構想*による児童生徒１人１台端末のＩＣＴ環境により、学習活動の充実や主体的・

対話的で深い学びが実現できるように、教職員及び児童生徒用パソコンやＩＣＴ環境の更

新・整備を行っています。 

過疎化や少子化による児童生徒数の減少により、令和８年（2026）４月に南部地区の小

学校の統合が決定し、今後は通学区の見直しや通学方法について検討を進めます 

現在、町内には私立幼稚園が１つあり、時代に対応した教育を実施しています。また、学

校教育の前段階として幼児期の教育は重要であり、家庭・地域・行政が互いに協力しながら、

幼児期の子どもたちを健康で情操豊かに育てるための環境づくりの整備が必要となっていま

す。一方、今後さらに少子化が進むことが予想されるため、町立保育所との連携を検討する

時期にきています。 
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▼ 第５章 郷土愛を持つ人づくり 

第１節 地域に根差した教育・学習活動の推進 

 
２ 生涯学習 

～ 基本方針 ～ 

生涯学習の振興と活動拠点の整備

充実、また町民ニーズに応える各種

教室、講演会、講座等の開催など学

習機会の拡充と内容の充実を推進し、

町民の自主的な活動を促進するため

の支援体制を強化していきます。 

 
 

 

施策の方向 

 

①生涯学習のための環境維持 

公民館は、地域住民にとって最も身近な学習拠点というだけでなく、交流の場として重要

な役割を果たします。生涯学習及び地域住民が気軽に集える地域コミュニティの拠点として

の役割を担えるように、修理・改修などについて補助を継続し、生涯学習の拠点として環境

の維持に努めます。 

②生涯学習内容の充実 

町民のニーズに合った多彩な教室、講座、講演会を開催し、内容の充実に努めます。特に

子どもから高齢者までの各年代別に応じたテーマを設定することによって、学習意欲を促進

します。また、各種地域資料の保存、集積を進め、資料のデジタル化による学習教材化など

の整備を進めます。 

③図書館の充実 

生涯学習の拠点の一つである図書館においては、町民の必要とする情報を入手しやすい環

境を整備するため、ＩＣＴによる蔵書検索システムを活用して、町外や県立図書館とのネッ

トワークで蔵書の確認ができるようシステムの更新、電子書籍の導入、施設の整備や管理運

営の効率化を推進します。また、図書館ボランティア等の育成に努め、親子などを対象にし

たお話会や映画上映会、各種教室を開催します。さらに、子どもたちの調べ学習に対応する

ため、学校図書館司書との連携を図ります。 

  

生涯学習 

２ 
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主要事業 

 

⤴ 老朽化施設の見直し 

⤴ 地区公民館や地域集会施設などの修理・改修等へ補助 

⤴ 成人教室の充実（生涯学習セミナー） 

⤴ 高齢者教室の充実（なんぶいきいき大学） 

⤴ 子育て学級との連携 

⤴ 中央公民館の各種講座・教室等の充実 

⤴ 地区公民館活動への支援 

⤴ 生涯学習自主活動グループの育成 

⤴ 蔵書の充実 

⤴ 図書館ボランティアの育成 

⤴ 美術館ＩＣＴ事業の推進 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町では、町民が自主的に生涯学習に取り組むため、公民館や図書館などを中心に各種教

室、講座、講演会等を開催しています。しかし少子高齢化が進む中で生涯学習全般にわたり

コミュニティ機能の弱体化が進み、生涯学習の推進においては厳しい状況下にあります。こ

のような中、健康で有意義な生活を送ることができるよう、町民の多様なニーズを十分把握

し、生きがいづくりや自己研鑽など多彩な場の提供や各種グループの支援を行うことが必要

です。 

図書館では、全てのサービスの基本となる蔵書の充実に努めるとともに、クラウドを活用

した図書館システムの構築や電子書籍の導入、地域資料のデジタル化など時代に合った図書

館システムを構築していかなければなりません。 

また、県立図書館や各学校図書館との連携、図書館ボランティアの育成とその活動を支援

して継続させていき、地域を支える情報拠点としての機能強化を図ります。 

美術館のＩＣＴ事業として、バーチャル美術館の開館を目指す等、多くの町民が芸術に触

れる機会を得ることができる環境を整備していかなければなりません。 
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▼ 第５章 郷土愛を持つ人づくり 

第１節 地域に根差した教育・学習活動の推進 

 
３ 生涯スポーツ・レクリエーション活動 

～ 基本方針 ～ 

「スマイルなんぶ」～健康・長寿、

日本一を目指して～をスローガンに

して健康で活力ある生活を送れるよ

う、幼児期から高齢者までのライフ

ステージに応じたスポーツ・レクリ

エーション活動の推進と支援を強化

します。 

 
 

施策の方向 

 

①施設・設備の充実 

アルカディア南部総合公園などの施設や設備の充実を図ります。 

老朽化している体育施設については、省電力化を含めた改修整備を公共施設等総合管理計

画に基づいて行います。また、避難所として指定されている施設に関しては、耐震化や空調

設備などの整備を進め、利用者の安全確保に努めます。さらに、施設の概要や利用状況など

の情報提供を行い、予約システムを構築することで、利用の促進を図ります。 

②生涯スポーツの充実 

スポーツ活動に対する町民のニーズは多様化しており、生涯スポーツ活動への参加を促す

ため、それぞれの年齢、志向、体力に合った身近で親しみやすいスポーツ教室やスポーツイ

ベント・レクリエーション行事をこれまで以上に充実させます。また、スポーツ活動が健康

づくりに繋がることも視野に入れて、「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも」気軽

にスポーツや運動を楽しむことができる環境整備を図ります。 

③スポーツ活動支援体制の強化 

町民の日常的なスポーツ活動を支援する役割を担う、スポーツ協会やスポーツ少年団など

各種団体の指導者の高齢化に伴い、世代交代が必要であることから、多様化する町民のニー

ズに対応するための各種スポーツ・レクリエーションにおける指導者の養成と指導力の向上

のため、指導者講習会等を実施します。 

  

 

生涯スポーツ・レク
リエーション活動 

３ 
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主要事業 

 

⤴ 老朽化している体育施設の改修 

⤴ 各施設の耐震化や照明のＬＥＤ化及び空調設備設置の検討 

⤴ ウォーキング・ジョギングコースの設定 

⤴ 施設の予約状況・予約に関するシステムの構築 

⤴ 町民一人１スポーツの推進 

⤴ 子どものスポーツ機会の充実 

⤴ 誰でも気軽にできる「ラジオ体操」、「ウォーキング」等の推進 

⤴ 「チャレンジデー」や「アルカディアフェスタ」等の主要イベントの推進 

⤴ ライフステージに合ったスポーツ教室やスポーツイベントの開催 

⤴ 各種スポーツ指導者の養成と指導力の向上 

⤴ スポーツ協会の活性化と振興 

⤴ スポーツ推進委員との連携・協働の強化 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

ライフスタイルの変化や健康志向の高まりなどを背景に、身近な場所において、気軽にス

ポーツができる環境づくりが求められる一方で、地域におけるスポーツ活動が衰退傾向にあ

るのが現状です。 

このような状況の中で、誰もが心身の健康増進を図り、生涯にわたってスポーツやレクリ

エーションに取り組むことができるように、年齢やライフステージ（各人の自発的な興味・

関心・適性等）に応じたスポーツ教室や大会の充実と施設の整備を図ることによって、いつ

でも、どこでも、気軽にスポーツに親しむことのできる生涯スポーツ社会の実現に努めます。 

また、地域のスポーツ活動促進のため、指導者やスポーツ推進委員の確保及び養成など、

新たな人材の発掘を含め、活動の場の提供、養成講習などの必要があると考えます。 
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▼ 第５章 郷土愛を持つ人づくり 

第１節 地域に根差した教育・学習活動の推進 

 
４ 青少年 

～ 基本方針 ～ 

少子化等により運営が難しくなっ

てきている育成組織の効率化を図り、

青少年育成については、青少年育成

南部町民会議を中心に、家庭、学校、

地域と連携して健全な育成環境の整

備に努めます。 

 
 

 

施策の方向 

 

①社会参加の促進 

育成会・子どもクラブ活動を支援するとともに、青少年の自立心を育て、社会性を養うボ

ランティア活動など社会参加を促進します。また、歴史文化など郷土について学ぶ青少年教

室等の開催や積極的に社会活動に参加できる受け皿づくりに努めます。 

児童交流事業を促進し、ふるさと及び他の地域の歴史・文化・自然について学習すること

による交流機会の場を提供します。 

②相談、指導体制の充実 

町民会議や育成会等の活性化を図り、家庭、学校、地域、行政関係機関と連携しながら青

少年の相談体制を充実させ、問題の早期発見、相談指導体制の強化を図ります。また、ファ

ミリーサポートセンター設置を推進し、設置後については関係機関との連携を図ります。 

③あいさつ運動の推進 

地域社会の結びつきを深め、青少年がのびのびと育つ、安心・安全で住み良い社会を築く

ためにも、大人も子どももお互いに声をかける「あいさつ運動」を推進し「あいさつ日本

一の町」を目指します。 

  

青少年 

４ 
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主要事業 

 

⤴ お茶摘み、田植え、たけのこ掘り体験の実施 

⤴ 青少年育成関係団体の充実・見直し 

⤴ 児童交流事業の促進 

⤴ 地域活動への参加促進 

⤴ 相談・指導体制の充実 

⤴ あいさつ運動の推進 

⤴ 家庭教育の支援 

⤴ ファミリーサポートセンターの設置の推進 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町では、高度情報化、少子化、核家族化によって育成会や子どもクラブへの加入が減少

し、活動が困難な状況が続いています。このため、青少年育成への取り組みが難しい環境と

なっています。特に、核家族化が進行する現在、家庭だけではその役割を十分に果たすのが

難しくなっており、地域で支え合いながら、青少年の育成や社会問題の解決に取り組む必要

があります。このため、青少年が心身ともに健全に成長していくことができる環境づくりに

は、家庭・地域・学校がそれぞれ機能を発揮し、緊密に連携して青少年の健全育成に取り組

むことが重要です。 

本町は自然環境に恵まれ、社会環境も良好な地域ですが、近年の青少年におけるスマート

フォンやインターネット環境の普及が進む中、過度な使用は精神的及び社会的な発達に悪影

響を及ぼす可能性もあります。青少年が健やかに育つ環境を整備するため、より安全で安心

な地域環境づくりを継続的に進めていく必要があります。 
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▼ 第５章 郷土愛を持つ人づくり 

第２節 新たな社会規範の構築 

 
１ 男女共同参画社会 

～ 基本方針 ～ 

「第三次南部町ヒューマンプラン」

に基づき、男女共同参画社会の実現

を目指します。 

 
 

施策の方向 

 

①女性の社会参画の促進 

女性の社会参画を促し社会環境を整備するため、積極的に講演会などを開催し、男女平等

意識の啓発を図ります。また、各種行政委員への女性の登用、学習機会の充実などを推進し

ます。 

②性別に関わらず能力を発揮 

女性と男性が互いに尊重し合い、それぞれの能力を発揮できる社会の実現に取り組みます。 

③就労環境の整備 

育児や介護を担う男女がお互いに休暇を取得し、ともに助け合い平等に働き続けられる環

境をつくります。 

 

 

主要事業 

 

⤴ 第三次南部町ヒューマンプランの着実な推進とその検証 

⤴ パンフレット作成など啓発活動の推進 

⤴ 男女平等教育の推進 

⤴ 男女共同参画社会に関する学習機会の充実 

⤴ 各種行政委員への女性の積極的な登用 

⤴ 行政管理職への女性の積極的な登用 

  

男女共同参画社会 

１ 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

平成25年（2013）10月に「第二次南部町ヒューマンプラン」を策定後、様々な啓発活動

を行ってきましたが、徐々に意識改革ができていると感じる部分や、昔からの社会的慣行が

まだ根強く残っていると感じる部分もあります。 

それらのことを踏まえ平成30年（2018）10月～令和10年（2028）９月までを計画期間と

した「第三次南部町ヒューマンプラン」を策定しました。プランには、個人の尊重や男女平

等をめぐる人々の人権意識の向上や平等教育の推進、子育ての社会的支援制度及び環境の整

備、町政や地域おこしへの女性の参画などをうたっています。現在、このプランに基づき男

女共同参画社会の実現のための取り組みとして積極的に推進していく必要があります。 

地域の特性として、女性が社会進出を自分の中で躊躇している傾向があります。女性側と

しても「男性の後ろに居たい」という安定感を求めている点について、意識の改革を進めて

いく必要があります。 

就労環境の整備に関して、育児や介護を担う男女がお互いに休暇を取得し、平等に働き続

けられる環境の整備促進に努めます。 

  

男女がいっしょに 

活躍できる社会 

ステキよね 

ヒルヒル～ 

ヒルコ 
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▼ 第５章 郷土愛を持つ人づくり 

第３節 地域文化の継承、創造 

 
１ 文化、芸術 

～ 基本方針 ～ 

優れた文化や芸術に触れる機会の

提供に努め、芸術文化を通じた幅広

い交流活動を促進します。また、地

域の伝統文化を振興し、後継者育成

を推進します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①文化･芸術活動の振興 

本町の文化活動は文化協会を中心に推進されていることから、その自主的な活動を支援し

組織の活性化を図ります。また、文化や芸術に触れる機会を身近で確保するため、南部町文

化ホールでの芸術鑑賞会として各種コンサート等を開催し、様々な文化芸術に触れる機会を

確保します。 

美術館においては、作品収集や企画展の開催などにより充実を図ります。 

②地域文化の継承 

地域に根差した伝統文化を次代に引き継ぐため、文化活動に取り組んでいる組織など地域

づくり団体との連携を深めます。また、小中学校でのふるさと教育や若い世代への情報の発

信により、伝統文化についての理解を深めながら後継者の育成に努めます。 

  

文化、芸術 

１ 
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主要事業 

 

⤴ 町民ニーズを把握した南部町文化ホールの利用推進 

⤴ 芸術鑑賞会の実施 

⤴ 町立美術館の充実（近藤浩一路の作品収集、企画展の開催など） 

⤴ 各種コンサート・映画鑑賞会などの開催 

⤴ 文化協会の活動支援 

⤴ 芸術家との交流の場の確保 

⤴ 郷土愛を育むふるさと教育の推進 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町では「南部町文化ホール」を文化・芸術活動の拠点とし、コンサート、講演、映画な

ど多様な鑑賞の場として活用しています。町内の文化活動は、文化協会を中心に、地区公民

館や集会施設を拠点として行われていますが、発表の機会が不足していることや、新規加入

者がいないことによる会員の高齢化が課題となっています。一方、優れた芸術文化に触れる

機会の提供として、希望者を募り町外の施設に赴く取り組みも行っています。今後も町民ニ

ーズに応える努力が必要です。 

また、本町には、明治時代に県内でも先駆けて建学され、多くの人材を輩出した私塾「蒙

軒学舎」の伝統や、南部町出身で現代水墨画の創始者ともいえる近藤浩一路の作品など、豊

富な文化資源があります。また、地域の伝統文化として、南部の火祭り、内船歌舞伎、徳間

相撲甚句、各神社の祭りや地区の神楽などがあり、地域の人々によって大切に伝承されてい

ます。しかし、地域の過疎化や担い手の高齢化により、人材不足が生じており、伝承者の育

成や活動を支える環境整備が課題となっています。 

さらに、心の豊かさを求める志向が高まる中で、町民がより充実した文化芸術を楽しめる

機会や場を提供し、町内外の交流を深めていくことが必要です。文化団体の自主的な活動や

指導者の育成を推進するとともに、多様な文化情報の提供や文化施設の情報ネットワーク化

も進めていきます。 
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▼ 第５章 郷土愛を持つ人づくり 

第３節 地域文化の継承、創造 

 
２ 文化財、郷土芸能 

～ 基本方針 ～ 

先人から引き継いだ文化財の保護

と活用を図り、町民共有の財産であ

る文化財を次世代に継承することに

努めます。 

 
 

施策の方向 

 

①文化財の保存・継承 

文化財等の情報を紹介するＷｅｂコンテンツを設け、写真・動画・３Ｄモデルなどを用い

て視覚的に伝えるなど文化財の周知と愛護の精神の高揚を図りながら保護に努めるとともに、

埋蔵物や郷土資料の保管方法について検討します。 

新たな文化財の掘り起こしは、文化財保護審議委員会に諮りながら進めていきます。また、

無形文化財である伝統芸能は保存活動を支援しながら、後継者の育成に努めます。 

②観光資源としての活用 

特色ある本町の歴史文化史料のデジタル化及びウェブサイト等による情報発信により、県

内外からの誘客を図ります。 

③専門的人材の確保 

文化財保護等の専門的人材の確保や文化財保護審議会の活動の促進を図ります。 

 
 

主要事業 

 

⤴ 文化財等を紹介するＷｅｂコンテンツの充実とＩＣＴの活用 

⤴ 文化財案内板・説明板・標柱の設置とＩＣＴの活用 

⤴ 文化財教室の開催 

⤴ 民俗資料などの保存と活用 

⤴ 文化財保護事業の推進 

⤴ 伝統芸能の伝承と後継者の育成 

⤴ 観光資源としての活用促進  

文化財、郷土芸能 

２ 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町には、国の重要文化財が１点、県指定文化財が18点、町指定文化財が48点存在し、

特色ある固有の歴史と伝統文化を誇る地域です。また、「南部氏展示室」や「近藤喜則史料

展示室」など、歴史と文化の拠点となる施設もあります。 

国の重要文化財に指定されている宋の時代の唐様式建築である最恩寺の仏殿、県の文化財

に指定されている円山応挙筆による円蔵院旧客殿襖絵八幅、また、町の指定文化財である天

神堂遺跡や本町が南部氏発祥の地であることを今に伝える南部氏館跡など、他の地域に誇れ

る数々の文化財が存在しています。これら先人から引き継いだ多様な歴史文化は、天然記念

物等の町民共有の財産として大切に保護し、次世代に継承するとともに、学校教育や生涯学

習における郷土学習への活用を図り、郷土に対する理解を深めていくことが重要です。 

無形文化財である伝統芸能は、後継者の育成が喫緊の課題となっています。また、各集落

の歴史的移り変わりの写真等の資料収集や天神堂遺跡をはじめとして、富士川流域の中でも

豊富な遺跡群など、これまで発掘した埋蔵物や町の歴史を後世に伝える貴重な郷土資料の収

納保管場所の確保、開発と文化財保護の調整作業などが課題となっています。 
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▼ 第５章 郷土愛を持つ人づくり 

第４節 地域情報の発信、交流促進 

 
１ 交流 

～ 基本方針 ～ 

国際交流や地域間交流を進めるこ

とによって、視野を広げ、ふるさと

を認識する機会とし、地域の活性化

を図ります。また、地域の情報を町

内外に発信し、本町に対する認知度

を高めて交流を促進します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①地域情報の発信 

ホームページ及びソーシャルアプリ等による地域情報の発信を行い、都市住民との交流を

促進します。 

②国際交流の促進 

国際感覚を持った人材の育成に努め、国際化に対応した町づくりを推進します。また、国

際化の醸成を図るため、学校教育や生涯学習活動等による、学習機会の充実を図り町民の国

際理解を促進します。 

③地域間交流の促進 

南部氏ゆかりの自治体等との地域間交流イベントを開催し、互いの郷土の歴史を再確認す

るとともに、未来の発展に向けた関係性を構築していきます。 

 

 

主要事業 

 

⤴ ホームページでの地域情報の発信 

⤴ 都市住民との交流の促進 

⤴ 地域間交流市町村の拡大 

⤴ 児童交流事業の推進 

⤴ 交流イベントの開催  

交 流 

１ 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町には、雄大な自然、心落ち着く農村風景、人情味あふれる人柄など、外国や都会では

経験することのできない良さに加え、「南部の火祭り」や「たけのこまつり」など、特色あ

るイベントもあります。また、静岡県に隣接していることから、この環境を求めて移り住む

都市住民もいます。こういった本町の良さを都会に情報発信し、これを契機とした都市住民

との交流を通じて、地域の活性化を図っていくことが必要です。 

本町は現在、海外の都市と姉妹都市の締結はしていませんが、経済のグローバル化、情報

通信技術の発達等により、資本や労働力が国境を超えて移動し活発化しています。今後の町

づくりにおいては、国際的な視野や知識が求められています。また、本町の外国人住民は

年々増加をしており、今後は、様々な分野において国際化に対応できる人材の育成や、町民

が参加しやすい民間レベルでの国際交流、多文化共生の促進が必要といえます。 

地域間交流は、「令和南部藩」として、東北地方の南部氏ゆかりの自治体との交流事業が

行われ、相互訪問による歴史・文化・経済・自然などの学習や紹介といった交流を展開して

います。今後も長く歴史ある「令和南部藩」として交流事業を展開していくことが求められ

ます。 
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▼ 第６章 行政効率化の推進 

第１節 健全な財政運営 

 
１ 財政改革 

～ 基本方針 ～ 

「南部町行政改革大綱」に基づく、

行政改革の推進とともに、財源の確

保や経常経費の見直し等により施策

や事業を見極め、限られた予算の効

果的な配分等に努め、長期的に安定

した財政の構築を図ります。 

 
 

 

施策の方向 

 

①財源の確保 

自主財源の確保を図るため、町税の適正な賦課徴収を推進します。また、補助金等の整理

統合・見直し・廃止を検討及び受益者負担の適正化を推進します。 

②財政運営の健全化 

財政運営の健全化に向けて、行政の役割を明確にしながら、行政コストの検討及び経常経

費の削減を行います。また、財政改革を進めるため、地方公会計制度に合わせて、コスト意

識の徹底を行うとともに、町が持つ社会基盤や施設のストックマネジメントに努めます。さ

らに、限られた財源を有効活用するため、事務事業の評価と見直しをする中で、費用対効果

に照らして財源の重点配分に努めます。 

  

財政改革 

１ 



第２編 第３次南部町総合計画/基本計画 ＊ ▼第６章 行政効率化の推進＊ 

第１節 健全な財政運営＊ 

107 

 

 

 

主要事業 

 

⤴ 町税の適正な課税実施と法令に基づく滞納処分等による徴収率向上の推進 

⤴ 補助金等の整理統合・見直し・廃止を検討、受益者負担の適正化の推進 

⤴ 南部町行政改革大綱に基づく経常経費の削減の推進 

⤴ 財源の有効活用（重点的予算配分など） 

⤴ 長期的視野に立った財政の健全化・安定化の推進 

⤴ 経費削減と財政の健全化・透明化の推進 

⤴ ストックマネジメントによる公共施設等総合管理計画の推進 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町では、少子高齢化と急激な人口減少が顕著であります。この状況を踏まえ、急激な社

会の変化と多様化する町民のニーズを的確に捉え、その先にある姿を予見した上で持続可能

な町づくりに取り組むことが求められています。 

現在の財政状況は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」による健全化判断比率

では、４指標とも健全性が保たれていると判断されており、公営企業の経営の健全性も問題

ない結果になっています。 

しかし、人口減少とともに地方税や地方交付税の減収が避けられないことから、財政規模

が縮小され財政力の低下が懸念されます。経常経費に対しては、これまで以上に厳格になっ

ていく必要があります。また、他会計への繰出金なども増加傾向にあり、真に必要な事業を

見極めながら、限られた予算を有効に活用していくなど、より慎重な財政運営が求められま

す。 

今後の課題は、公共施設等総合管理計画に基づき、公共インフラの耐震化・長寿命化や施

設の集約化・複合化も含め、計画的な維持管理、改修あるいは除却等を行う必要があります。

また、自然防災・減災と迅速な復旧復興のための地域強靭化が挙げられます。人口減少に対

応する町づくりやＤＸを活用した新たなニーズにも、長期的視野で取り組むことが求められ

ています。 

財源を確保しつつ、生活に必要なサービスを維持していく必要があり、事務事業の不断の

見直しによる事業の最適化、費用対効果の検証による事業の取捨が、町民の理解と協力の下

で進められていくことが重要になります。 
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▼ 第６章 行政効率化の推進 

第２節 スリム化した行政運営 

 
１ 効率的な行政運営 

～ 基本方針 ～ 

次期行政改革大綱により、行政組

織の効率化と活性化を図るとともに、

ＤＸを推進し、町民サービスの向上

に努めていきます。 

 
 

 

施策の方向 

 

①行政改革大綱の策定 

次期行政改革大綱に基づき、達成状況や問題点を的確に把握にしながら、行政改革を推進

します。また、社会情勢の変化など大幅な見直しが必要な場合は、町民ニーズを把握しつつ、

適宜見直しを行います。 

行政改革の進捗を担保するため、定期的に行政改革推進審議委員会により協議をします。 

②行政の活性化・効率化の推進 

職員の政策形成能力や専門性の向上、組織のスリム化と活性化、業務の効率化を図ります。 

また、町民サービスの低下に十分配慮しつつ、公共施設等管理計画に基づき、重複する施

設の統廃合や指定管理者制度活用による施設・業務の民間委託等を促進します。 

さらに、施策や事務事業に関する費用対効果を検証する行政評価システムの導入可能性に

ついて、調査研究を進めていきます。 

③町民サービスの向上 

行政改革と並行して、各申請手続きのデジタル化を推進し、利便性向上を目指します。 

広報誌やＦＭ告知端末による周知事業については、デジタル技術による新たなシステムの

導入を検討します。 

④広域行政の推進 

広域行政を推進し、新たな課題及び共同実施が可能な事務事業に対して周辺地域との連携

を図ります。 

  

効率的な行政運営 

１ 
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主要事業 

 

⤴ ＤＸによる事務の効率化促進 

⤴ 行政改革大綱の策定（更新） 

⤴ 定員適正化計画の策定と実施 

⤴ 事務・事業の見直しの徹底 

⤴ 職員の政策形成能力や専門性など資質向上 

⤴ 類似公共施設の整理統合の推進 

⤴ 施設管理や業務、サービスなど民間委託の促進 

⤴ 行政評価システムなどの調査研究の実施 

⤴ 電子申請の推進 

⤴ ホームページ等での最新情報の提供、内容の充実 

⤴ 広域行政・広域連合の推進 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

近年の国・地方の財政状況は、税収が増加しているものの、国・地方ともに巨額の債務残

高を有するなど極めて厳しい状況にあります。また、今後も、人口は減少し、さらに少子高

齢化が進展すると予想されています。一方、事務権限の移譲など地方分権改革が進む中で、

行政サービスに対する町民ニーズは多様化高度化しています。少しでも自立した行財政運営

を構築するにためには、適正な課税と公平・公正な町税の徴収による自主財源確保が必要と

なります。 

今後、地方分権が進行し行政サービスを提供する上で、基礎自治体としての市町村の役割

が大変重視される中で、住民福祉のさらなる充実を図るためには、行財政基盤の強化が求め

られています。そのため、効率的かつ適正な課税体制を維持するために、常に税務行政の調

査研究や総合調整を行い、課税システムの情報管理及び運用管理を適正に行う必要がありま

す。また、行政改革と並行して、町民との協働による政策形成の促進（町民参加）、行政情

報の公開による透明性の確保（情報公開）も重要となっています。 

新型コロナウイルス感染症への対応から社会全体のＤＸが加速し、行政サービスや通常事

務にもＤＸによる利便性や効率化の期待が寄せられています。 

さらに、本町では周辺町村と消防、救急、介護保険など多方面にわたる広域行政を推進し

ています。また、観光面や道路整備面などにおける協議会等に参加しています。今後も行政

の効率化や広域的な行政課題解決のため、広域的な連携の強化を図っていくことが必要とな

っています。 
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▼ 第６章 行政効率化の推進 

第３節 デジタル化による行政サービスの利便性の向上 

 
１ ＤＸ推進 

～ 基本方針 ～ 

ＤＸの推進により、行政サービス

の質を高め、町民の利便性を向上さ

せます。また、業務の効率化も図り

ます。 

 
 
 

施策の方向 

 

①行政サービスの向上 

デジタル技術を活用して、町民とのコミュニケーションを強化し、行政サービスの向上を

目指します。 

また、各種申請手続きの電子申請の仕組みを確立し、オンライン手続きの整備を推進する

とともに、操作ガイドやサポート体制の充実と周知活動を進めます。 

さらに、ソーシャルアプリ等の活用により、町民や町外に住んでいる親族などがいつでも

必要な情報を取得し共有できるように努めます。 

防災情報については、迅速かつ正確な情報提供を行い、町民の安全を確保します。 

また、子育て世代には、育児情報の提供や保育所の手続きなどを早急にオンライン化し、

子育て支援の強化を図ります。 

さらに、公共施設の予約システムを電子化し、使用料についてはキャッシュレス決済*を導

入して、町民の利便性を向上させます。 

②業務の効率化 

ソーシャルアプリ等の活用により、各種申請手続き等の窓口業務の簡素化、効率化を図り

ます。また、通信経費の削減及びペーパレス化の推進にも努めます。 

  

ＤＸ推進 

１ 
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主要事業 

 

⤴ ソーシャルアプリの活用方法を検討し情報配信を強化 

⤴ 電子申請の導入に向けた、ガイドやサポートの提供 

⤴ 防災情報の迅速な伝達体制整備 

⤴ 公共施設の予約システムの電子化検討 

⤴ 公共施設使用料のキャッシュレス決済導入検討 

⤴ デジタルデバイドの解消促進 

⤴ 万沢集学校*と連携したＩＴの利活用に関する事業の実施を検討 

⤴ 通信経費の削減とペーパレス化の推進 

⤴ 受付業務の効率化の推進 

⤴ ＩＴリテラシーの向上 

⤴ ＤＸを担える職員の育成 

 

 

計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町では、申請等の多くが紙ベースで提供されており諸手続きを行う際には、役場に足を

運ぶ必要があることから電子申請の導入を検討する必要があります。 

情報発信や防災情報の伝達に関しては、全戸に設置されたＦＭ告知端末による音声情報な

ので必要な時に迅速に情報を取得できないという課題があります。また、公共施設の予約手

続きは電話や窓口対応で行っており、効率化を図る必要があります。さらに、公共施設の利

用料金や各種手続きの支払いについては、現金で行われていることから、キャッシュレス決

済の導入を検討する必要があります。 

これらの課題を解決し、効率的な行政運営と町民の利便性向上を図るためにデジタル技術

の導入が必要となります。また、ＩＴリテラシーの向上を図るため高齢者やデジタル技術に

不慣れな方に対しても平等にサービスを提供することが求められています。 
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▼ 第６章 行政効率化の推進 

第４節 情報公開と町民参加の促進 

 
１ 情報公開の推進 

～ 基本方針 ～ 

町民が必要とする行政情報を積極

的に公開します。 

情報公開請求に対応するための職

員の育成、適切な文書・情報管理を

徹底します。 

 
 
 

施策の方向 

 

①情報公開の推進 

広報なんぶ、議会だより、ホームページ、ＦＭ告知端末などで、正確で分かりやすい情報

提供に努めソーシャルアプリの活用についても検討します。 

また、公開する行政情報の対象拡大に努めながら情報公開条例の推進に努めます。 

行政サービス情報等の周知については、デジタル技術を活用し、素早く情報発信ができる

ような体制を構築します。 

個人情報等の保護については、管理を徹底し、情報の安全な管理に努めます。 

 

 

主要事業 

 

⤴ 広報誌の定期的な発行及びデジタル化 

⤴ ホームページなどによる情報公開の充実 

⤴ 情報公開条例の推進 

  

情報公開の推進 

１ 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

地方分権の時代を迎え、地方が自己決定と自己責任を果たすために、町民が積極的に行政

に参加し政策形成に関わっていくことが重要となっています。また、より良い町づくりのた

めには、積極的に町民へ情報を発信し、理解を得て、行政と町民が一体となって推し進めて

いく必要があります。そのためには、行政に関する情報が様々な手段で容易に入手できる透

明性の高い行政運営が求められています。 

本町では、広報なんぶ、議会だより、ホームページ等により行政情報を発信していますが、

今後はデジタル技術による情報発信機能を導入し、町民が分かりやすく入手しやすい行政情

報の提供をしていく必要性があります。また、情報公開条例により公正で透明な町政を推進

するための情報公開を行っています。 

さらに、パブリックコメントにより透明性の高い取り組みも課題となります。 
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▼ 第６章 行政効率化の推進 

第４節 情報公開と町民参加の促進 

 
２ 町民参加の促進 

～ 基本方針 ～ 

町民本位の行政を進めるため、重

要な施策形成への町民の参加を促し、

町民や町民グループとの協働による

町づくりを推進します。 

 
 

 

施策の方向 

 

①町民参加の促進 

審議会や委員会など付属機関への町民参加を促進します。また、ホームページを利用した

パブリックコメントなど、デジタル技術を活用した町民参加の取り組みを推進します。 

②町民ニーズや満足度の把握 

広範囲にわたる町民が行政に参加することを推進するため、町長が直接意見を聞く機会や

アンケートを実施し、行政施策に対する満足度と町民ニーズの把握に努めます。 

③町グループなどと協働による町づくりの推進 

町民グループ、ＮＰＯ及び指定管理者等と自助・共助・公助の役割分担を明確にし、協働

による町づくりを推進します。 

 

 

主要事業 

 

⤴ 各種審議会、委員会への町民の参加促進 

⤴ 町民や町民グループなどと協働した町づくりの推進 

⤴ パブリックコメントの積極的な活用 

⤴ 地区住民懇談会やアンケートの実施（満足度、町民ニーズ） 

⤴ 町民グループやＮＰＯなどの育成 

  

町民参加の促進 

２ 
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計画立案時に抱えている南部町の現状と課題 

 

本町では、各分野で審議会や委員会などに町民の参加を進め、その意見を行政推進に反映

してきました。今後も行政改革を推進する中で、町民が地域の政策形成に対して主体的に取

り組む「住民自治」の実現を見据え、身近な問題に対して町民の意向を踏まえつつ適切かつ

効果的に処理することが、なお一層求められています。 

行政サービスの提供は、本町でも町民ボランティア等と行政との協働により提供する形態

が進んでいます。 

今後、人口減少が急激に進む中で、広範にわたる町民の行政参加等をしやすい仕組みを構

築することが課題となっています。また、行政のパートナーとして、町民個人との関係だけ

でなく、町民グループ、ＮＰＯ及び指定管理者などとの協働による町づくりを推進すること

も課題となっています。 
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