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上松町
あ げ ま つ ま ち

福祉
ふ く し

計画
け い か く

 概要版
がいようばん

 

上松町
あげまつまち

の福祉
ふ く し

がめざす姿
すがた

 

健
すこ

やかに、生
い

き生
い

きと暮
く

らせる福祉
ふ く し

のまち上松
あげまつ

 

計画
けいかく

の目的
もくてき

と趣旨
し ゅ し

 

当町
とうちょう

における少子
しょうし

高齢化
こうれいか

、人口
じんこう

減少
げんしょう

は 著
いちじる

しいスピードで進
すす

んでおり、今後
こ ん ご

も高齢化率
こうれいかりつ

は上 昇
じょうしょう

していく

ことが見込
み こ

まれ、支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする住民
じゅうみん

の増加
ぞ う か

が予測
よ そ く

されます。また、地域
ち い き

の抱
かか

える課題
か だ い

は、多様化
た よ う か

、複雑化
ふくざつか

しており、共通
きょうつう

の認識
にんしき

に基
もと

づきながら様々
さまざま

な機関
き か ん

や職種
しょくしゅ

が協働
きょうどう

して取
と

り組
く

む必要
ひつよう

が増
ま

してきています。 

誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

していくためには行政
ぎょうせい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、地域
ち い き

の団体
だんたい

や住民
じゅうみん

が互
たが

いに知恵
ち え

を出
だ

し合
あ

い、支
ささ

え合
あ

う地
ち

域
いき

づくりが必要
ひつよう

であり、その実現
じつげん

に向
む

けて総
そう

合
ごう

的
てき

に取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

があります。

町
まち

では、各計画
かくけいかく

の更新
こうしん

時期
じ き

を迎
むか

えるにあたり、「上松町
あげまつまち

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」として各分野
かくぶんや

の計画
けいかく

を一体的
いったいてき

に策定
さくてい

しまし

た。 

計画
けいかく

の構成
こうせい

と計画
けいかく

期間
き か ん

 

本計画
ほんけいかく

には町
まち

の福祉
ふ く し

全体
ぜんたい

の基本的
きほんてき

方向
ほうこう

と施
せ

策
さく

を決
き

める「地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」、高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

の基本的
きほんてき

方向
ほうこう

と施
せ

策
さく

を決
き

める「高
こう

齢
れい

者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」、障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

の基
き

本
ほん

的
てき

方
ほう

向
こう

と施
せ

策
さく

を決
き

める「障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

」と「障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

・障
しょう

害
がい

児
じ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」が含
ふく

まれます。 

各
かく

計
けい

画
かく

の根
こん

拠
きょ

となる法
ほう

律
りつ

と計
けい

画
かく

期
き

間
かん

は下
か

表
ひょう

の通
とお

りです。 

根拠法 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和１０年 令和１１年

上松町地域福祉計画 社会福祉法　第107条

上松町高齢者福祉計画 老人福祉法　第20条の８

上松町障害者計画 障害者基本法　第11条第３項

上松町障害福祉計画 障害者総合支援法　第88条第１項

上松町障害児福祉計画 児童福祉法　第33条の20第１項

第2次

第9期 第10期

第7期

今
回
一
体
的
に
策
定
す

る
福
祉
計
画

計画名

第7期 第8期

第3期 第4期

計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 

本
ほん

計
けい

画
かく

は、町
まち

の最
さい

上
じょう

位
い

計
けい

画
かく

である「第
だい

６次
じ

上
あげ

松
まつ

町
まち

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

」や関
かん

連
れん

する他
た

の計
けい

画
かく

、国
くに

や県
けん

の定
さだ

める最
さい

新
しん

の計
けい

画
かく

を

踏
ふ

まえて、策
さく

定
てい

します。 

上松町総合計画
めざす町の姿：「新しい時代に いのち輝き笑顔あふれる“あげまつ”」

上松町地域福祉計画

高齢者福祉計画

障害者計画

障害福祉計画

障害児福祉計画

一
体
的
に
策
定
す
る
福
祉
計
画

上松町食育推進計画
上松町健康増進栄養計画

データヘルス計画
上松町母子保健計画

上松町自殺対策計画

上松町子ども・子育て
支援事業計画

整合

<町の関連計画＞

木曽圏域介護保険事業計画
木曽圏域成年後見制度利用促進基本計画

【国】障害者基本計画
【県】長野県地域福祉支援計画

長野県高齢者プラン
長野県障がい者プラン・
障害（児）福祉計画

地域福祉活動計画
（社会福祉協議会）

連
携

整合

整合

整合

整
合

整
合

上松町地域防災計画整合

計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

と推進
すいしん

体制
たいせい

 

本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたっては、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

で構成
こうせい

する地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

検討会
けんとうかい

と、町民
ちょうみん

代表
だいひょう

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

で構
こう

成
せい

する地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

委
い

員
いん

会
かい

において検
けん

討
とう

、審
しん

議
ぎ

を行
おこな

いました。 

検
けん

討
とう

委
い

員
いん

会
かい

、策
さく

定
てい

委
い

員
いん

会
かい

においては毎
まい

年
とし

進
しん

捗
ちょく

管
かん

理
り

を行
おこな

い、達
たっ

成
せい

状
じょう

況
きょう

の検
けん

証
しょう

等
とう

を行
おこな

います。 
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全世帯数に対
する割合
（％）

75歳以上
一人暮らし

第１ブロック 340 4.4 682 11.0 10.4 6.7 7.2 7.0

第２ブロック 189 3.2 371 9.7 10.0 7.3 8.4 4.6

第３ブロック 495 7.9 1,079 9.4 7.0 4.1 8.2 7.5

第４ブロック 214 5.1 497 6.0 4.6 2.4 7.6 8.9

第５ブロック 461 6.3 966 11.7 8.4 3.7 6.6 8.0

第６ブロック 164 8.5 308 10.4 12.3 7.5 13.0 6.8

合計(割合) 100.0 6.1 100.0 9.9 8.3 4.8 8.0 7.4

合計（数） 1,863世帯 302世帯 3,903人 387人 325人 188人 311人 288人

地区
全世帯数
（世帯）

人口
（人）

人口に対する割合（％）

障害者
75歳以上高齢
者のみ世帯

児童数
一人暮らし
高齢者

要支援・要
介護認定者

町
まち

の現状
げんじょう

 

出
しゅっ

典
てん

：2020年
ねん

まで：総
そう

務
む

省
しょう

「国
こく

勢
せい

調
ちょう

査
さ

」（年
ねん

齢
れい

不
ふ

詳
しょう

除
のぞ

く） 

   2025年
ねん

以降
い こ う

：国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうじょ

「日本
に ほ ん

の地域
ち い き

別
べつ

将来
しょうらい

推計
すいけい

人口
じんこう

（平成
へいせい

30（2018）年
ねん

推計
すいけい

）」 

平
へい

成
せい

27(2015)年
ねん

には総
そう

人
じん

口
こう

は 5,000人
にん

を下
した

回
まわ

りまし

た。 

 高
こう

齢
れい

者
しゃ

数
すう

は平
へい

成
せい

17(2005)

年
ねん

ごろにピークを迎
むか

え、以
い

降
こう

は増
ふ

えていませんが、総
そう

人
じん

口
こう

の減
げん

少
しょう

が進
すす

むため、高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

は今
こん

後
ご

も 上
じょう

昇
しょう

し続
つづ

けま

す。 

令
れい

和
わ

17(2035)年
ねん

には高
こう

齢
れい

化
か

率
りつ

が 50％を超
こ

えると予
よ

測
そく

され、人
じん

口
こう

の半
はん

分
ぶん

以
い

上
じょう

が高
こう

齢
れい

者
しゃ

の時
じ

代
だい

を迎
むか

えます。 

❖人口
じんこう

減少
げんしょう

と高齢化
こうれいか

の進展
しんてん

 

人口
じんこう

の推移
す い い

と将来
しょうらい

推計
すいけい

 

❖支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

の増加
ぞ う か

 
地区
ち く

別
べつ

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする世帯
せ た い

・人数
にんずう

 

※令
れい

和
わ

５(2023)年
ねん

３月
がつ

末
まつ

日
じつ

現
げん

在
ざい

。合
ごう

計
けい

は、施
し

設
せつ

入
にゅう

所
しょ

者
しゃ

を除
のぞ

いた人
にん

数
ずう

   出
しゅっ

典
てん

：住
じゅう

民
みん

福
ふく

祉
し

課
か

 

支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

な人
ひと

が増
ふ

える

と考
かんが

えられる 75歳
さい

以
い

上
じょう

の

みの世帯
せ た い

は地域
ち い き

全体
ぜんたい

で 114

世帯
せ た い

、一
ひ

人
とり

暮
ぐ

らしの高
こう

齢
れい

者
しゃ

は

387人
にん

、そのうち 75歳
さい

以上
いじょう

が

188人
にん

となっています。 

ま た 、 要支援
ようしえん

・ 要介護
ようかいご

認定者数
にんていしゃすう

は 311人
にん

、 障
しょう

がい

者
しゃ

（障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の所持者
しょじしゃ

）

は 288人
にん

となっています。 

❖住
じゅう

民
みん

同
どう

士
し

の助
たす

け合
あ

いの状
じょう

況
きょう

 

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする高齢者
こうれいしゃ

が「支援
し え ん

してほしいこと」は

災害
さいがい

時
じ

の手
て

助
だす

け、雪
ゆき

かき、急
きゅう

病
びょう

などの緊
きん

急
きゅう

時
じ

の手
て

助
だす

け

が多
おお

くなっています。しか

し、このうち、災
さい

害
がい

時
じ

の手
て

助
だす

けと雪
ゆき

かきは、元気
げ ん き

な高齢者
こうれいしゃ

が「支援
し え ん

できること」の割合
わりあい

が少
すく

なく、支
し

援
えん

が行
ゆ

き届
とど

かな

い可
か

能
のう

性
せい

があります。 

支援
し え ん

してほしいこと(要支援
ようしえん

・要介護
ようかいご

高齢者
こうれいしゃ

）／支援
し え ん

できること(元気
げ ん き

高齢者
こうれいしゃ

） 

出
しゅっ

典
てん

：長
なが

野
の

県
けん

「令
れい

和
わ

４年
ねん

度
ど

高
こう

齢
れい

者
しゃ

実
じっ

態
たい

調
ちょう

査
さ

」 
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福祉
ふ く し

の課題
か だ い

 

▼少
しょう

子
し

高
こう

齢
れい

化
か

・人
じん

口
こう

減
げん

少
しょう

による担
にな

い手
て

不
ぶ

足
そく

 

▼人
じん

生
せい

100年
ねん

時
じ

代
だい

の支
ささ

え合
あ

い、健
けん

康
こう

・生
い

きがいづくり 

▼障
しょう

がいの有
う

無
む

にかかわらず、自
じ

分
ぶん

らしく活
かつ

躍
やく

できる地
ち

域
いき

づくり 

▼社
しゃ

会
かい

の変
へん

化
か

による支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

な子
こ

育
そだ

て家
か

庭
てい

への対
たい

応
おう

 

▼複
ふく

合
ごう

的
てき

な課
か

題
だい

を持
も

つ要
よう

支
し

援
えん

者
しゃ

への包
ほう

括
かつ

的
てき

な対
たい

応
おう

 

人
じん

口
こう

減
げん

少
しょう

が進
すす

み、様
さま

々
ざま

な活
かつ

動
どう

を支
ささ

える現
げん

役
えき

世
せ

代
だい

の担
にな

い手
て

不
ぶ

足
そく

が深
しん

刻
こく

になっていくと予
よ

想
そう

され、介
かい

護
ご

・福
ふく

祉
し

人
じん

材
ざい

の不
ふ

足
そく

によるサービスの確
かく

保
ほ

も懸
け

念
ねん

されます。 

現
げん

役
えき

世
せ

代
だい

が少
すく

なくなる中
なか

、一
ひ

人
とり

ひとりが生
い

きがいや活
かつ

力
りょく

を感
かん

じながら、できる範
はん

囲
い

で

自
じ

助
じょ

・互
ご

助
じょ

に取
と

り組
く

み、支
ささ

え支
ささ

えられる関
かん

係
けい

づくりを築
きず

いていくことが必
ひつ

要
よう

です。 

公的
こうてき

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

の対象
たいしょう

範囲
は ん い

が拡大
かくだい

し、サービス・支援
し え ん

の対象者
たいしょうしゃ

が増加
ぞ う か

しています。障
しょう

がいに対
たい

する理
り

解
かい

を進
すす

め、誰
だれ

もが地
ち

域
いき

で自
じ

分
ぶん

らしく生
せい

活
かつ

できることが求
もと

められます。 

子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て世
せ

帯
たい

が抱
かか

える困
こん

難
なん

は多
た

様
よう

化
か

・複
ふく

雑
ざつ

化
か

しており、地
ち

域
いき

から孤立
こ り つ

しないよ

う、地域
ち い き

のつながりづくりや子
こ

どもの居
い

場
ば

所
しょ

づくりも重
じゅう

要
よう

です。 

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

や金
きん

銭
せん

管
かん

理
り

支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

な家
か

庭
てい

が増
ふ

えています。生活
せいかつ

課題
か だ い

が多様化
た よ う か

・複合化
ふくごうか

し、

さらに困難
こんなん

な状
じょう

況
きょう

に陥
おちい

ってしまうケースが懸
け

念
ねん

されます。 

福祉
ふ く し

計画
けいかく

全体
ぜんたい

における重点
じゅうてん

施策
せ さ く

 

① 町
ちょう

民
みん

みんなで取
と

り組
く

む健
けん

康
こう

づくりを

進
すす

めます 

食
しょく

事
じ

や運
うん

動
どう

、社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

など健
けん

康
こう

づくりの活
かつ

動
どう

に 住民
じゅうみん

が主体的
しゅたいてき

に参加
さ ん か

できるような取組
とりくみ

を

積極的
せっきょくてき

に進
すす

めます。また、生
い

きがい活
かつ

動
どう

や地
ち

区
く

サ

ロンの取
とり

組
くみ

を通
つう

じて健
けん

康
こう

への意
い

識
しき

づくりを進
すす

め

ていきます。  

②つながり合
あ

える地
ち

域
いき

づくりの取
とり

組
くみ

を進
すす

めます 

現
げん

代
だい

における生
い

きづらさは多
た

様
よう

化
か

・複
ふく

雑
ざつ

化
か

して

おり、それはすべての人
ひと

にとって身近
み ぢ か

な問題
もんだい

で

す。住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりが、生
い

きがいや役
やく

割
わり

を持
も

ちな

がら、人
ひと

や社
しゃ

会
かい

とつながり合
あ

える地
ち

域
いき

づくりに取
と

り組
く

みます。 

③多
た

機
き

関
かん

連
れん

携
けい

の取
とり

組
くみ

を進
すす

めます 

介
かい

護
ご

人
じん

材
ざい

の担
にな

い手
て

不
ぶ

足
そく

の原
げん

因
いん

による事
じ

業
ぎょう

の縮
しゅく

小
しょう

やサービスの質
しつ

の低
てい

下
か

などが大
おお

きな課
か

題
だい

とな

っています。行
ぎょう

政
せい

、社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

法
ほう

人
じん

、NPO法
ほう

人
じん

、民
みん

間
かん

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

と連
れん

携
けい

し、地
ち

域
いき

の課
か

題
だい

解
かい

決
けつ

への取
とり

組
くみ

や持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

なサービスの取
とり

組
くみ

を進
すす

めます。 

④安
あん

心
しん

なまちづくりの取
とり

組
くみ

を進
すす

めます 

見
み

守
まも

りや生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

の強
きょう

化
か

や災
さい

害
がい

時
じ

の対
たい

応
おう

など

の取
とり

組
くみ

を進
すす

め、誰
だれ

もが安
あん

心
しん

して生
せい

活
かつ

できる地
ち

域
いき

づ

くりを進
すす

めます。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 取組
とりくみ

の方向性
ほうこうせい

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

1 

つながり支
ささ

え合
あ

う地
ち

域
いき

づくり 

さりげない距
きょ

離
り

感
かん

を保
たも

ちながら、支
ささ

え合
あ

える地
ち

域
いき

をつくるために、住
じゅう

民
みん

一
ひ

人
とり

ひとりが地
ち

域
いき

の状
じょう

況
きょう

に関
かん

心
しん

を持
も

ち、自
じ

分
ぶん

ができること、役
やく

割
わり

を

認
にん

識
しき

してもらえるよう働
はたら

きかけます。また、地
ち

域
いき

の支
ささ

え合
あ

いに必要
ひつよう

なボ

ランティアなどの人材
じんざい

、地域
ち い き

活動
かつどう

の基盤
き ば ん

となる地域
ち い き

組織
そ し き

の活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ 

誰
だれ

もが必
ひつ

要
よう

な支
し

援
えん

を受
う

けられ

る体
たい

制
せい

づくり 

誰
だれ

もが健
けん

康
こう

で生
い

き生
い

きと暮
く

らすため、一
ひ

人
とり

ひとりの健
けん

康
こう

と生
い

きがい

づくりを進
すす

めます。また、“誰
だれ

一
ひ

人
とり

取
と

り残
のこ

さない”ために、支援
し え ん

を必要
ひつよう

と

する人
ひと

があらゆる場面
ば め ん

で相談
そうだん

支援
し え ん

につながる体
たい

制
せい

づくりを推
すい

進
しん

すると

ともに、生
せい

活
かつ

や健
けん

康
こう

に課
か

題
だい

を抱
かか

える人
ひと

の早期
そ う き

発見
はっけん

と他
た

部署
ぶ し ょ

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

により適切
てきせつ

な支援
し え ん

につなげます。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 

安
あん

心
しん

して暮
く

らせる地
ち

域
いき

づくり 

誰
だれ

もが地
ち

域
いき

で安
あん

心
しん

して暮
く

らせるよう、安
あん

全
ぜん

な生
せい

活
かつ

環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

や防
ぼう

犯
はん

対
たい

策
さく

を実
じっ

施
し

するとともに、見
み

守
まも

り活
かつ

動
どう

のネットワークづくりや日常
にちじょう

生活
せいかつ

に不可欠
ふ か け つ

な移動
い ど う

支援
し え ん

を推進
すいしん

します。また、支援
し え ん

が必要
ひつよう

な方
かた

に対
たい

する成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

や虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

の取
とり

組
くみ

などを通
つう

じて、権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

を推
すい

進
しん

します。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４ 

災
さい

害
がい

等
とう

に強
つよ

い地
ち

域
いき

づくり 

頻発
ひんぱつ

する災害
さいがい

や感染症
かんせんしょう

の拡大
かくだい

等
とう

に備
そな

えて、有
ゆう

事
じ

に強
つよ

い地
ち

域
いき

をつくる

ため、避難
ひ な ん

する際
さい

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。また、

要援護者
ようえんごし ゃ

を近所
きんじょ

の住民
じゅうみん

や関係
かんけい

団体
だんたい

で連携
れんけい

して支
し

援
えん

できるよう、個
こ

別
べつ

避
ひ

難
なん

計
けい

画
かく

や支
ささ

え合
あ

いマップを作
さく

成
せい

し、万
まん

が一
いち

に備
そな

えます。 

  

第
だい

２次
じ

上
あげ

松
まつ

町
まち

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 
めざす姿

すがた

 

お互
たが

いさまの精
せい

神
しん

で、さりげない支
ささ

え合
あ

いのできる地
ち

域
いき

づくり 

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の考
かんが

え方
かた

 

少子
しょうし

高齢化
こうれいか

や財政
ざいせい

状 況
じょうきょう

等
とう

から、これからは

自分
じ ぶ ん

のことを自
じ

分
ぶん

で行
おこな

う「自
じ

助
じょ

」と住
じゅう

民
みん

同
どう

士
し

の支
ささ

え合
あ

いによる「互助
ご じ ょ

」の役割
やくわり

を意識
い し き

した取組
とりくみ

が必要
ひつよう

となります。住
じゅう

民
みん

による支
ささ

え合
あ

いは、家
か

族
ぞく

・友
ゆう

人
じん

やご近
きん

所
じょ

といった身
み

近
ぢか

な関
かん

係
けい

のなかで生
う

まれる自
し

然
ぜん

な支
ささ

え合
あ

いから、地域
ち い き

のボランティアなどによる

福祉
ふ く し

活動
かつどう

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

や自治会
じ ち か い

といった地縁
ち え ん

組織
そ し き

による福祉
ふ く し

活動
かつどう

の３つのレベルがあり、それぞ

れを充実
じゅうじつ

させる取組
とりくみ

が重要
じゅうよう

です。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

と取組
とりくみ

の方向性
ほうこうせい

 

さりげない距
きょ

離
り

感
かん

で日
にち

常
じょう

的
てき

にご近
きん

所
じょ

同
どう

士
し

が目
め

を配
くば

り、いざという時
とき

にはしっかり支
ささ

え合
あ

える、誰
だれ

一
ひ

人
とり

孤
こ

立
りつ

することのない地
ち

域
いき

をめざします。 
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町
まち

の包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

 

高
こう

齢
れい

者
しゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、子
こ

ども、生
せい

活
かつ

困
こん

窮
きゅう

者
しゃ

などの生
せい

活
かつ

課
か

題
だい

を抱
かか

えた世
せ

帯
たい

への支
し

援
えん

を行
おこな

うため、福
ふく

祉
し

分
ぶん

野
や

だけではなく、生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

にかかわる部
ぶ

署
しょ

が情
じょう

報
ほう

共
きょう

有
ゆう

を行
おこな

い、包
ほう

括
かつ

的
てき

な支
し

援
えん

ができる体
たい

制
せい

づくりを進
すす

めます。 

「まいさぽ」を知
し

っていますか？ 

お金
かね

や仕
し

事
ごと

のことで、生
せい

活
かつ

が苦
くる

しかったり、どこにも相
そう

談
だん

できな

い等
とう

の困
こま

りごとに対
たい

する相
そう

談
だん

支
し

援
えん

、就
しゅう

労
ろう

支
し

援
えん

を実
じっ

施
し

する機関
き か ん

である

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターとして全国的
ぜんこくてき

に設置
せ っ ち

されており、

長
なが

野
の

県
けん

では「まいさぽ」の名
めい

称
しょう

で知
し

られています。 

木曽圏域
き そ け ん い き

には「まいさぽ木曽
き そ

」があり、各町村
かくちょうそん

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、相談
そうだん

支援
し え ん

、住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

給付
きゅうふ

金
きん

の支給
しきゅう

、就労
しゅうろう

準備
じゅんび

支援
し え ん

、家
か

計
けい

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

を行
おこな

っています。 

上松町
あげまつまち

における包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

のネットワークイメージ 

住所
じゅうしょ

：木曽郡
き そ ぐ ん

大桑村
おおくわむら

殿
との

1－24 

大桑
おおくわ

村民
そんみん

体育
たいいく

館内
かんない

 

☎ 0264-24-0057 

 

＜まいさぽ出 張
しゅっちょう

相談所
そうだんじょ

＞ 

住所
じゅうしょ

 ：木曽郡
き そ ぐ ん

上松町
あげまつまち

小川
お が わ

 

1702 ひのきの里
さと

 

総
そう

合
ごう

福
ふく

祉
し

センター内
ない

 

上
あげ

松
まつ

町
まち

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

事
じ

務
む

局
きょく

 

☎ 0264-52-3560 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 取組
とりくみ

の方向性
ほうこうせい

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

1 

元
げん

気
き

でいきいき暮
く

ら

す町
まち

づくり 

誰
だれ

もが、高
こう

齢
れい

となっても健
けん

康
こう

で自
じ

立
りつ

した生
せい

活
かつ

ができることを望
のぞ

んでいます。社
しゃ

会
かい

の中
なか

で人
ひと

とつながり

を持
も

ち、役
やく

割
わり

を持
も

った生
せい

活
かつ

をすることが大
たい

切
せつ

です。町
まち

では、地
ち

区
く

サロンなどを通
つう

じた介
かい

護
ご

予
よ

防
ぼう

の取
とり

組
くみ

や公
こう

民
みん

館
かん

活
かつ

動
どう

と連
れん

携
けい

した生
い

きがい活
かつ

動
どう

の取
とり

組
くみ

を進
すす

めます。また、シニアクラブやシルバー人
じん

材
ざい

センタ

ーの活
かつ

動
どう

の支
し

援
えん

を 行
おこな

います。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ 

地
ち

域
いき

で安
あん

心
しん

して暮
く

ら

せるまちづくり 

高
こう

齢
れい

化
か

の進
しん

展
てん

に 伴
ともな

い、一
ひ

人
とり

暮
ぐ

らしや高
こう

齢
れい

者
しゃ

のみの世
せ

帯
たい

が増
ふ

え、心
しん

身
しん

機
き

能
のう

の衰
おとろ

えなどから介
かい

護
ご

や生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

な高
こう

齢
れい

者
しゃ

が増
ふ

えています。いつまでも地
ち

域
いき

で安
あん

心
しん

して暮
く

らすために、必
ひつ

要
よう

な医
い

療
りょう

・介
かい

護
ご

が身
み

近
ぢか

で受
う

けられるサービスを整
せい

備
び

するとともに、生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

や地
ち

域
いき

の見
み

守
まも

りネットワークなど地
ち

域
いき

の

支
ささ

え合
あ

いを進
すす

めていく取
とり

組
くみ

を進
すす

めます。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 

認
にん

知
ち

症
しょう

になっても住
す

み

やすい町
まち

づくり 

認
にん

知
ち

症
しょう

になってもその人
ひと

らしい生
せい

活
かつ

が続
つづ

けられる地
ち

域
いき

づくりが大
たい

切
せつ

です。認
にん

知
ち

症
しょう

の早
そう

期
き

発
はっ

見
けん

によ

り、医
い

療
りょう

機
き

関
かん

や関
かん

係
けい

機
き

関
かん

につなげ、必要
ひつよう

な治療
ちりょう

やサービスにつなげます。また、認
にん

知
ち

症
しょう

サポーター養
よう

成
せい

講
こう

座
ざ

を実
じっ

施
し

し地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

の理
り

解
かい

をすすめ、認
にん

知
ち

症
しょう

カフェを通
つう

じた家
か

族
ぞく

や本
ほん

人
にん

の支
し

援
えん

の取
とり

組
くみ

を行
おこな

い
い

ます。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４ 

要
よう

介
かい

護
ご

になっても住
す

み続
つづ

けられる町
まち

づくり 

住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で安
あん

心
しん

して暮
く

らし続
つづ

けるためには、要
よう

介
かい

護
ご

状
じょう

態
たい

等
とう

の軽
けい

減
げん

・悪
あっ

化
か

の防
ぼう

止
し

といった制
せい

度
ど

の理
り

念
ねん

をもとにしながら、介
かい

護
ご

が必
ひつ

要
よう

になっても必
ひつ

要
よう

なサービスを適
てき

切
せつ

に受
う

けられる体
たい

制
せい

づくりが必
ひつ

要
よう

です。木
き

曽
そ

広
こう

域
いき

連
れん

合
ごう

の介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

事
じ

業
ぎょう

計
けい

画
かく

に沿
そ

って、適
てき

切
せつ

なサービス提
てい

供
きょう

を進
すす

めます。 

第
だい

９期
き

上
あげ

松
まつ

町
まち

高
こう

齢
れい

者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

人
じん

生
せい

100年
ねん

時
じ

代
だい

を住
す

み慣
な

れた場
ば

所
しょ

で安
あん

心
しん

して暮
く

らせる地
ち

域
いき

づくり 

町
まち

の地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム 

★は町外の施設

入院する 家から通う 施設に入所する

★県立木曽病院　等 あい愛ケアセンター 特別養護老人ホームグレイスフル上松

通院する・往診を受ける ★その他町外施設 養護老人ホーム木曽寮（介護保険外）

芦沢医院・大脇医院 あい愛ケアセンター（短期入所）

高田整骨院 ★その他町外施設

塚本歯科医院 訪問してもらう ケアプランを作成する

服薬する 上松町社会福祉協議会 上松町社会福祉協議会居宅介護支援センター

小林薬局

通いの場・地域のサロン

家事・買物支援

上松町社会福祉協議会

NPO法人おてつだいネットワーク木曽 一般介護予防事業 訪問してもらう 家から通う

NPO法人福祉ネットワーク木曽 脳はつらつ教室（社協） ●身体介護 ●食事・入浴介助

NPO法人ふれあい 健康教室（おてつだいネットワーク木曽）上松町社会福祉協議会 通所型サービスあかね

除雪支援 転倒予防教室（ゆうゆうクラブ）

NPO法人福祉ネットワーク木曽 赤沢　運動教室 ●生活支援 ●介護予防・リハビリ

移動支援 あげまつ運動教室 上松町社会福祉協議会 高田運動教室

上松町社会福祉協議会

上松町の地域包括ケアシステムの姿

医療サービス 介護サービス

●要介護認定を受けて介護が必要になったら●病気やケガで医療が必要になったら

生活支援・介護予防

●いつまでも元気に快適に暮らすために

介護予防・日常生活支援総合事業

連携

生活支援

●住民同士の見守りや支え合いで住みやすい地域に

・社協

・生活支援コーディネーター

・介護予防サポーター

・シルバー人材センター

・ご近所さん

・民生委員

・自治会

要支援・チェックリスト対象者が利用できるサービス高齢者等が利用できるサービス

一人ひとりの豊かで

生き生きした生活を支えます

●介護や福祉について相談したい

NPO法人の企画による「生き

がいデイサービス」、民生委員、

シニアクラブ、地域の方が運営

を行う「地区サロン」を実施し

ています。

上松町地域包括支援センター

上松町役場（住民福祉課福祉係）

自費による生活支援サービス ボランティア募集中

（社協まで

 52-3560）

相談

支援

相談を受けたり、地域ケア会議で

検討した課題に基づき、医療・介

護・介護予防等、各機関と連携を図

りながら全体的なコーディネートを

します。

連携

健
康
・

自
立
生
活

活
動
参
加

連携

活動参加

生きがい

活動の場

自立生活

人
じん

口
こう

の過
か

半
はん

数
すう

が高
こう

齢
れい

者
しゃ

となる時
じ

代
だい

を迎
むか

え、できるだけ長
なが

く心
しん

身
しん

の健
けん

康
こう

を保
たも

ち、生
い

きがいを感
かん

じなが

ら、安
あん

心
しん

して暮
く

らせる地
ち

域
いき

をめざします。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

と取組
とりくみ

の方向性
ほうこうせい

 

めざす姿
すがた
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基本
きほん

目標
もくひょう

 取組
とりくみ

の方向性
ほうこうせい

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

1 

お互
たが

いを尊
そん

重
ちょう

し支
ささ

え合
あ

う環
かん

境
きょう

づくり 

障
しょう

がいがあっても一
ひ

人
とり

ひとりが自
じ

分
ぶん

らしい暮
く

らしが続
つづ

けられるよう、様
さま

々
ざま

な交
こう

流
りゅう

や学
がく

習
しゅう

機
き

会
かい

を通
つう

じて、障
しょう

がいや障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する理
り

解
かい

を促
そく

進
しん

し、地
ち

域
いき

の住
じゅう

民
みん

が個
こ

性
せい

や違
ちが

いを尊
そん

重
ちょう

し合
あ

いながら、お互
たが

いを思
おも

いやり、ともに支
ささ

え合
あ

う地
ち

域
いき

づくりをめざし

ます。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ 

地
ち

域
いき

で安
あん

心
しん

して暮
く

らせる支
し

援
えん

体
たい

制
せい

づくり 

障
しょう

がいのある人
ひと

やその家
か

族
ぞく

等
とう

の悩
なや

みや要
よう

望
ぼう

などの声
こえ

を聴
き

き、ニーズを把
は

握
あく

しながら、サ

ービス提
てい

供
きょう

体
たい

制
せい

の確
かく

保
ほ

や質
しつ

の向
こう

上
じょう

を進
すす

めます。障
しょう

がい者
しゃ

が切
き

れ目
め

のない支
し

援
えん

を受
う

け

ることができるよう関
かん

係
けい

機
き

関
かん

の連
れん

携
けい

のもと支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 

一
ひ

人
とり

ひとりの発
はっ

達
たつ

に寄
よ

り添
そ

った

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

づくり 

子
こ

どもの発
はっ

達
たつ

過
か

程
てい

に寄
よ

り添
そ

いながら、一
ひ

人
とり

ひとりがその能
のう

力
りょく

を伸
の

ばし、生
い

き生
い

きと生
せい

活
かつ

できる環
かん

境
きょう

づくりが大
たい

切
せつ

です。保
ほ

健
けん

、福
ふく

祉
し

、保
ほ

育
いく

園
えん

、学
がっ

校
こう

など関
かん

係
けい

機
き

関
かん

が連
れん

携
けい

して、本
ほん

人
にん

や家
か

族
ぞく

に寄
よ

り添
そ

った支
し

援
えん

を 行
おこな

うことが大
たい

切
せつ

です。また、成
せい

長
ちょう

に 伴
ともな

い、切
き

れ目
め

のない支
し

援
えん

が継
けい

続
ぞく

できるような体
たい

制
せい

づくりを進
すす

めます。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４ 

誰
だれ

もが社会
しゃかい

参加
さ ん か

ができる支援
し え ん

体制
たいせい

づくり 

一
ひ

人
とり

ひとりが持
も

てる能
のう

力
りょく

を伸
の

ばし、地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

の一
いち

員
いん

として生
せい

活
かつ

し、本
ほん

人
にん

の意
い

向
こう

に応
おう

じて

積
せっ

極
きょく

的
てき

に社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

することができる環
かん

境
きょう

づくりを推
すい

進
しん

し、生
い

きがいを持
も

って生
せい

活
かつ

でき

る地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

をめざします。 

第
だい

７期
き

上
あげ

松
まつ

町
まち

障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

 

互
たが

いの違
ちが

いを認
みと

め合
あ

い、誰
だれ

もが自
じ

分
ぶん

らしく生
せい

活
かつ

できる地
ち

域
いき

づくり 
障
しょう

がいのあるなしに関
かか

わらず、一
ひ

人
とり

ひとりの個
こ

性
せい

や多
た

様
よう

性
せい

を尊
そん

重
ちょう

し、誰
だれ

もが自
じ

分
ぶん

の望
のぞ

む暮
く

らしを実
じつ

現
げん

できる地
ち

域
いき

をめざします。 

町
まち

の支援
し え ん

システム 

基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

と取
とり

組
くみ

の方
ほう

向
こう

性
せい

 

めざす姿
すがた
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計
けい

画
かく

を進
すす

めるにあたって、数
すう

値
ち

目
もく

標
ひょう

を設
せっ

定
てい

しました。これらの目
もく

標
ひょう

の達
たっ

成
せい

に向
む

けて、各
かく

施
し

策
さく

に取
と

り

組
く

んでいきます。 

相
そう

談
だん

機
き

関
かん

一
いち

覧
らん

 ～困
こま

った時
とき

はご連
れん

絡
らく

ください～ 

主
おも

な数値
す う ち

目標
もくひょう

 

〒399-5601 長野県木曽郡上松町大字上松159番地4   上松町役場 住民福祉課 

上松町福祉計画（概
がい

要
よう

版
ばん

）  令和６年３月 

基本目標 主な数値目標 基準値（R5） 目標値（R11）

目標1 ボランテイア登録者数 197名 220名

目標2 特定健診受診率 59.7％（R4） 60%

目標3 ひとり暮らし高齢者への救急キットの普及率 71% 80％以上

目標4 希望者への個別避難計画の作成率 46％（R4） 100%

基本目標 主な数値目標 基準値（R5） 目標値（R8）

目標1 健康診断を受けている高齢者の割合 25.6％（R4） 30.00%

目標2 在宅福祉利用希望者のサービス利用率 100% 100%

目標3 認知症サポーター養成講座の実施 － 年2回以上

目標4 地域ケア会議の開催 年5回 年6回

基本目標 主な数値目標 基準値（R5） 目標値（R11）

目標1 障がい者のボランティアの育成数 5名（R4） 15名

目標2 希望者に対する個別避難計画の作成 41％（R4） 100%

目標3
障がい児について町民の方の理解があると感じている障がい児
の保護者の割合

20% 80%

目標4 障がい者スポーツ指導員の登録者数 3名 6名

成果目標 福祉施設からの一般就労の移行等 1名 1名（R8）

障
害
者
計
画

地
域
福
祉
計
画

高
齢
者
福
祉
計
画

相談できること 相談機関 電話番号

高齢者に関する相談
上松町地域包括支援センター
（住民福祉課福祉係）

0264-
５２－５５５０

障がい者に関する相談 住民福祉課福祉係 ５２－５５５０

木曽保健福祉事務所 ２５－２２１９

住民福祉課福祉係 ５２－５５５０

住民福祉課保健衛生係 ５２－２８２５

こども家庭センター
（住民福祉課保健衛生係）

５２－２６４９

住民福祉課福祉係 ５２－５５５０

上松町社会福祉協議会 ５２－３５６０

体や心の健康に関する相談 住民福祉課保健衛生係 ５２－２８２５

国民健康保険、年金に関すること、後期高齢者医療に関すること 住民福祉課厚生係 ５２－４８０２

動物愛護、ゴミ処理、消費者被害、公共交通に関すること 住民福祉課生活環境係 ５２－４８０２

税金や保険料等の減免に関すること 企画財政課税務係 ５２－４８０３

地域の困りごとなどの相談、心配ごと相談
☆毎月最終の水曜日1３時～15時（総合文化センターにて）

民生児童委員

人権に関する相談
☆電話相談・・・毎週月曜日13時～15時(法務局へ)

人権擁護委員 ２２－２１８６

ひとり親世帯に関する相談

子育てに関する相談

生活困窮に関する相談


