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小地域ケア会議

「足立地域まちづくり計画」を作成するため、「足立地区暮ら
しに関するアンケート調査」や結果に基づくフリートーク、小
地域ケア会議などに取り組んできました。

推進体制

足立地域振興会

いきいき足立 ふれあう心

会長

事務局

総務・地域振興部会 環境・福祉部会

足立地域にお住まいのみなさんへ

暮らしに関するアンケート

話合

話合い
足立ふれあいデイ
「アンケート結果報告、フリー
トーク」

総会
足立地域まちづくり計画をみん
なで共有 これまで、足立地域では、「小地域ケア会議」での話し合

いや、「足立ふれあいデイ」での「フリートーク」などに取
り組みながら、地域課題をみんなで共有するとともに、地域
のこれからを話し合ってきました。
多くの地域の皆さんで話し合う中で、地域みんなで一つに

なり、前を向いて住みやすい地域を作っていくという新たな
スタートを切るため、この度、「足立地域まちづくり計画」
を策定しました。
人口減少や少子高齢化など社会の状況は変化しますが、こ

れからも地域の皆さんに愛され、誇りある足立であるため、
人と人とのつながりを大事にしながら、できることから取り
組み、足立を盛り上げていきましょう！

本計画は、時代の変化に合わせ、必要に応じて、足立地域振興会で見直しを行います。

▶発行 足立地域振興会（令和２年８月）

R2.03.01

副会長

足立地域の名前の由来

地域を流れる西川に沿って、葦（アシ）が立ち生えている様
から「足立」となった。鎌倉中期文永８年（１２７１年）の
東寺百合文書に「足立里」とある。
※俗説として、ぬかるんだ道を爪先立ちで難儀して歩く様か
ら「足立」となったとも伝わる。



▶分野 ▶テーマ
▶現状の課題・問題点 ▶分野別の将来像 ▶既存の取組み ▶新たに考えられる取組み

■参加の際の足がなく、移動が困難

■地域資源の再認識

■行事参加者の減少

■山林の荒廃

■川の汚染（ホタル、魚の減少）

■有害鳥獣被害の増加

■商店の維持

■JA移動販売車が止まらない（油野、

高瀬は運行）

■吉原地区の草刈り等の支援

■サロン（交流の場、集いの場）の維

持

■草取り・草刈りなど家周り、田畑な

どの管理が大変

■伝統行事・文化の維持

■担い手の確保

■地元事業との関係が希薄化

■地域の行事（伝統・文化）を守るため、

帰って来て支える人がいるまち

■地元企業とのつながりを取り戻す

■互いに助け合い生き活きと生活し

て いるまち

■定期的な話し合いの場があるまち

■誰もが居場所があるまち

■豊かな自然を守り、活かすまち

■ホタルが舞い、魚が住めるきれいな

水のまち

■ごみの少ない美しいまち

■気軽に声かけやあいさつができる

まち

■地域が一体となったまちづくり

■絆（人と人とのつながり）が深まるま

ちづくり

■新年互例会

■地区忘年会（８年ぶりに復活）

■グラウンドゴルフ

■老人クラブ活動

■奉仕活動

■クリーン作戦

■道路愛護会活動

■資源ごみ回収

■足立ふれあいデイ

■友愛ふれあい訪問

■敬老会

■小地域ケア会議

■ふれあいサロン、お笑いサロン

■趣味の会

■しめ縄づくり

■とんど祭り

■伝統行事・祭礼の継承

■行事への参加の声掛け、送迎

■まつり等の統合整理などの検討

■かかしづくり

■納涼祭

■「妙見桜」の宣伝・広報

■地域資源の再認識・再発掘

■川を活かした地域を大切にする活動

■有償ボランティア事業（移動支援、買い

物支援、生活支援等）

■商店の維持

■拠り所・集いの場の開設（サロン、多世

代集いの場）

■足立会館の有効利用（困り毎掲示板な

ど）

■地域の名所・旧跡・文化財を再認識する

取組

■伝統行事・文化継承の取組

■地元企業と連携した地域づくり（情報発

信）

■行事

■交流

■自然

■観光

■日常生活

■福祉

■健康

■生きがい

■伝統文化

■地元企業
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現状と目標とする将来像
目標実現のために必要な取組み

（暮らしに関する住民アンケート、フリートーク、小地域ケア会議等で出た意見）
部 会

環境・福祉部会

総務・地域振興部

会

総務・地域振興部

会

環境・福祉部会
■避難所までの移動が困難

■自家用車に頼った移動

■運転困難（高齢）となった際の交通

手段の確保

■災害が少なく、安心安全なまち ■防犯灯の設置

■防災訓練の実施、防災備品の整備

■消防団活動

■他出子による移動支援

■自主防災組織の立ち上げ・運営（見守り、

声かけ、安否確認の取組等）

■避難所の充実、防災グッズの準備

■防犯灯の維持管理

■タクシーチケット交付事業

■防犯

■災害

■防災
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交
通
・安
全
・防

災

地
域
の
よ
う
す

■人口・戸数の減少

■空き地や空き家の増加

■田畑、山林、家屋、家財などの継承

■荒廃農地や休耕地の増加

■人間関係の希薄化

■地域の消滅

■子ども・児童・生徒の減少

■学校がなく寂しい

■人口

■空き家

■農地

■生活基盤

■子ども

■皆が元気で楽しく過ごせるまち

■全員が顔見知りで明るい足立

■レトロ調のJR足立駅の維持

■子どもの元気な声が聞こえるまち

■小学校の復活

■帰って来たいと思えるまち

■支え合い活動（灯油購入、雪かき、

草刈り、安否確認等）

■JR足立駅の環境整備

■地域資源再発掘ウオーキング

■行政地区の統合整理（神郷地域との交

流・協議）

■空き家の活用

■地域住民の思いを聴く会

■JR足立駅の維持・バリアフリー化

■大規模林道の足立までの延伸


