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南 部
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

南部地区は歴史ある地縁の深い地域で、

近年においては少子高齢化の影響から、中

津市内の中でも高齢化率の高い地域でもあ

り、つながりづくりのためのサロン活動も

展開されています。また、川や海が近いこと

からの防災への意識も高い地域です。

このような地域状況を理解しながら地域

福祉活動を推進していくための「南部校区

地域福祉ネットワーク協議会“ぽけっと”」

もあり、地区内で活動する団体同士の情報

共有の場や地域福祉情報紙の発行、研修会

の実施などに取り組んでいます。

支え合い・つながろう・安全安心な南部‼

南部
人口 人

自治区数

実践目標①防災情報の共有と体制の強化

実践目標②みんなが集まる地域イベントの工夫

実践目標③ひとり暮らしに声をかけよう
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26%

40%

34%

71%

10%

19%

44%

27%

29% 40%

18%

42%

52%

6%

42%

90%

5% 5%
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南部の社会資源
（ 年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

いきいきサロン

（ ）

サロンなんぶ（第 火曜・南部公民館）

サロンはなみずき（第 金曜・南部まちなみ交流館）

小祝サロンひだまり（第 日曜・小祝老人憩いの家）

金谷鶴亀サロン（第 月曜・南部まちなみ交流館）

週一体操教室（ ）

小祝元気体操クラブ（毎週金曜・小祝老人憩いの家）

南部健康体操クラブ（毎週金曜・南部公民館）

かぼす体操くらぶ（毎週火曜・南部まちなみ交流館）

片端町倖会（毎週水曜・片端町集会所）

ボランティ

ア活動

給食ボランティア

城下町（第 金曜・南部公民館）

えびすの会（第 金曜・南部まちなみ交流館）

金谷の会（第 金曜・南部公民館）

えみの会（第 木曜・小祝老人憩いの家）

さざ波会（第 木曜・小祝老人憩いの家）

その他 読み聞かせグループくすのき

住民型有償サービス 南部さくらサービス

防災活動 自主防災組織、消防団、中津市防災士協議会南部部会

防犯活動
防犯パトロール、少年警察ボランティア協議会、

スクールガード

関係機関が主催する交流の場・社会貢献活動

名称 主催 対象・内容

オレンジカフェむらかみ
地域包括支援センタ

ー村上

認知症の方やその家族等が気軽に参加

できる場

よりあ
南部地区生活支援コ

ーディネーター

小祝地区などで、高齢者の閉じこもり予

防として月 回開催

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関す

る相談窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）村上

民生委員による心配ごと

相談窓口
毎月第１月曜 ： ～ ： 南部公民館

生活支援コーディネータ

ーによる相談窓口
毎週水曜 ： ～ ： 臼木さんち

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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北 部
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

北部地区は福沢諭吉をはじめ、多くの偉

人を育んだ歴史と文化が今も多く残ってお

り、また、中津市を代表とする祭りの「中津

祇園」もあり、歴史を重んじ、伝統を今に引

き継いでいます。

アパート等の住宅が増える中、人口増加

率も高く、小学校児童数も増えています。そ

のような中、公民館活動と北部小学校児童

との交流行事もあり、世代間交流が行われ

ています。また、いきいきサロンや、新たに

週１回の体操教室を始めるなど、住民主体

の取り組みが広がっています。

人の「輪」と「話」と「和」でつなぐ安心のススメ！

北部
人口 人

自治区数

実践目標①若い世代や新しい仲間を取り込んだ顔の見える地域

づくりに取り組もう！

実践目標②ネットワーク協議会を作ってつながりづくりをしよう！

実践目標③みんなで参加する安全・安心な北部をつくろう！
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（消火器等訓練用具の無料レンタルの利用）



− 65−

34%

24%

42% 39%

45%

16%

43%

19%

38%

63%

5%

32%

82%

13%

5%

55%

24%

21%
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豊 田
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

豊田地区は中津市役所や中津駅、医療機

関などの社会的な資源が豊富な地域であ

り、また公民館活動が盛んな地域でもあり

ます。

以前からの住宅地が多いこともあり、高

齢化が進む中、自治区単位の防災活動も行

われており、頻繁に訓練を行っている地区

もあります。

平成 年に発足した地域福祉ネットワ

ーク協議会「生き活き・豊田」では、世代間

交流などの支援を行なっています。

安心・安全・笑顔で結ぶ豊田の輪

豊田
人口 人

自治区数

実践目標①みんな一緒に集まれる場をつくろう！

実践目標②気楽に相談できる環境をつくろう！

実践目標③他人事じゃない！防災意識を高めよう！

北部の社会資源
（ ３年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

いきいきサロン

（２）

北部校区なぎさサロン（毎月第 土曜・新大塚老人憩の家）

よねやまセルフサロンふれ愛（毎月第１ ３土曜・米山老人憩の家）

週一体操教室 ４

あじさいクラブ（毎週木曜・蛎瀬集会所）※蛎瀬八坂神社境内

米山めだか体操クラブ（毎週火曜・米山老人憩の家）

ゆきちげんきの会（毎週金曜・北部集会所）

さんさん体操クラブ（毎週水曜・北部公民館）

北部で活動する地域ボランティア
中津地区更生保護女性会北部校区

中津北部歩こう会

住民型有償サービス 北部えがおサービス

防災活動

北部校区自主防災会

中津市防災士協議会北部部会

消防団

防犯活動 北部校区防犯パトロール隊

関係機関が主催する交流の場・社会貢献活動

名称 主催 対象・内容

オレンジカフェむらかみ
地域包括支援セン

ター村上

認知症の方やその家族等が気軽に参加で

きる場

かきぜｄｅキッチン

（子ども食堂）

いずみの園かきぜ

サポートセンター

主に北部地区の方対象

毎月第３土曜日

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する相

談窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）村上

民生児童委員による心配ごと

相談窓口
毎月第２月曜 ： ～ ： 北部公民館

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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豊 田
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

豊田地区は中津市役所や中津駅、医療機

関などの社会的な資源が豊富な地域であ

り、また公民館活動が盛んな地域でもあり

ます。

以前からの住宅地が多いこともあり、高

齢化が進む中、自治区単位の防災活動も行

われており、頻繁に訓練を行っている地区

もあります。

平成 年に発足した地域福祉ネットワ

ーク協議会「生き活き・豊田」では、世代間

交流などの支援を行なっています。

安心・安全・笑顔で結ぶ豊田の輪

豊田
人口 人

自治区数

実践目標①みんな一緒に集まれる場をつくろう！

実践目標②気楽に相談できる環境をつくろう！

実践目標③他人事じゃない！防災意識を高めよう！
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19%

37%

44%

24%

28%

48%

31%

33%

36%
39%

17%

44%

48%

12%

40%

83%

17%

0%
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沖 代
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

沖代地区は、かつて沖代平野として田園

が広がっていましたが、現在は中津市内で

最も高齢化率の低い新興住宅地域となって

います。

沖代すずめに代表される地域ボランティ

ア活動や、住民型有償サービス活動、地域

福祉ネットワーク協議会等の取組みは市内

で最初に始まったことから、「住民主体の地

域づくり」の先駆的な活動として、県内外

からも見学、研修に数多く訪れています。

また、地域行事や公民館活動なども活発に

行われており、地域の中での支え合い意識

が徐々に広がってきています。

子どもの声が聞こえる あたたかみのある地域を目指して

沖代
人口 人

自治区数

実践目標①つながりづくりはご近所から始めよう！

実践目標②我が事として、防災を地域みんなで進めよう！

実践目標③気軽に相談できる関係を作ろう！

豊田の社会資源
（ ３年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

地域サロン 地域サロン「福ろうの家」（毎週火・金曜日）

週一体操教室（４）

上宮永元気クラブ（毎週木曜・市営上宮永住宅集会所）

中殿健康クラブ（毎週火曜・中殿貴船神社集会所）

下宮永健やか体操クラブ（毎週火曜・下宮永集会所）

上宮永週一体操教室（毎週木曜・豊田公民館）

ボランティ

ア活動

給食ボランティア 福寿会（基本第 水曜・豊田公民館）

豊田で活動する地

域ボランティア
豊田ひょっとこ踊り愛好会

防災活動 中津市防災士協議会豊田部会、消防団

防犯活動
豊田校区自主防犯パトロール隊

年金パトロール（詐欺防止、年金月１５日）

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する相

談窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）創生園

民生児童委員による心配ごと

相談窓口
毎月第２月曜 ： ～ ： 豊田公民館

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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沖 代
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

沖代地区は、かつて沖代平野として田園

が広がっていましたが、現在は中津市内で

最も高齢化率の低い新興住宅地域となって

います。

沖代すずめに代表される地域ボランティ

ア活動や、住民型有償サービス活動、地域

福祉ネットワーク協議会等の取組みは市内

で最初に始まったことから、「住民主体の地

域づくり」の先駆的な活動として、県内外

からも見学、研修に数多く訪れています。

また、地域行事や公民館活動なども活発に

行われており、地域の中での支え合い意識

が徐々に広がってきています。

子どもの声が聞こえる あたたかみのある地域を目指して

沖代
人口 人

自治区数

実践目標①つながりづくりはご近所から始めよう！

実践目標②我が事として、防災を地域みんなで進めよう！

実践目標③気軽に相談できる関係を作ろう！
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10%

26%
64%

24%

48%

28%

16%

36%

48%

69%
18%

13%

59%

0%

41%

73%

21%

6%
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沖代の社会資源
（ ３年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

地域サロン
地域サロン「すずめの家」

（毎週火、金曜・沖代寄合い所すずめの家）

広域型いきいきサ

ロン
地域サロンのじこ（毎週木曜・沖代公民館）

いきいきサロン
サロンひまわりの種

（毎月１回日曜・沖代寄合い所すずめの家）

週一体操教室 沖代中一クラブ（毎週水曜・まなびん館）

その他
のぼたんの会（年４回・団地 班会議）

ラジオ体操（豊陽公園、沖代公民館）

ボランティ

ア活動

給食ボランティア 秋桜子（第１水曜・沖代公民館）

沖代で活動する地

域ボランティア

地域ボランティア沖代すずめ演芸部

沖代すずめ手芸部シュシュ

沖代小読み聞かせグループ オルゴール

住民型有償サービス 沖代どんぐりサービス

防災活動 中津市防災士協議会沖代部会、消防団

防犯活動 防犯パトロール隊、交通安全沖代女性部、パトロール犬

関係機関主催の交流の場・社会貢献活動

名称 主催 対象・内容

よりあ
沖代地区生活支援コ

ーディネーター

高齢や介護について学ぶ場として開催（沖

代寄合い所すずめの家）

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する相

談窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）創生園

民生児童委員による心配ごと

相談窓口
毎月第１月曜 ： ～ ： 沖代公民館

生活支援コーディネーターに

よる相談窓口
毎週木曜 ： ～ ６： 沖代寄合い所すずめの家

障がい児・者、高齢者に関する

相談窓口
相談支援事業所 たいじゅ

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい



− 80−

小 楠
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

小楠地区は医療機関や店舗もあることか

ら生活面の便利さを感じている人が多い地

域です。

次計画策定後の （ ）年には

地域福祉ネットワーク協議会「ＯＧＵＳＵ

友愛 」が発足し、地区内の活動団体

や関係機関とが集まり、情報共有する場が

できてからは、住民型有償サービス、地域

サロンをはじめ住民福祉活動が活発になっ

ています。

海岸に近い地域では防災意識も高く、訓

練や仕組みづくりに積極的に取り組んでい

ます。

つながりと見守りのまち小楠
～元気で明るい小楠を目指そう～

小楠
人口 人

自治区数

実践目標①～誰一人取り残さない～

くり返し、くりかえし防災の情報共有をしよう

実践目標②～誰もほっとかない～

交流の場づくり、人づくりで仲間をつくろう

実践目標③～誰もが暮らしやすい～

相談しやすい環境づくりをしよう
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38%

29%

33% 20%

39%

41%

27%

16%

57%

87%

5%
8%

55%

6%

39%

80%

11%

9%

ひとり
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鶴 居
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

鶴居地区は沖代平野の水源である三口大

井手堰を擁し、豊かな土地柄から稲作や野

菜栽培が盛んな地域です。また、中津を代表

する祭の一つである「鶴市花傘鉾祭」が開催

されており、祭を通じて世代を超えたつな

がりが生まれている地域でもあります。

子ども食堂や見守り活動といった小地域

福祉活動も徐々に広がっており、支え合い

の地域づくりが進められています。

支えあい・ふれあい・助けあいでつながる

地域のきずなづくり

鶴居
人口 人

自治区数

実践目標①助けあいの気持ちでつながる防災の取り組みを

進めよう
実践目標②ふれあいを大切にした小さい単位のコミュニティー

づくりをしよう

実践目標③困っている人の をキャッチできる支えあいの
仕組みをつくろう

小楠の社会資源
（ ３年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

地域サロン（ ）
こまどりの家（毎週土曜日）

地域サロン百歳（ももとせ）（毎週水曜日）

週一体操教室（ ）
楠くすクラブ（毎週木曜・小楠コミュニティーセンター）

一ツ松にこにこ健康クラブ（毎週金曜・一ツ松集会所）

ボランティ

ア活動

給食ボランティア

あやめ会（第 水曜・西大新田集会所）

わらび会（第 木曜・東大新田集会所）

ひがしはま（第 金曜・東浜集会所）

うしがみ（第 木曜・牛神集会所）

一ツ松（第 木曜・一ツ松集会所）

小楠で活動する地

域ボランティア
朝の読み聞かせグループ「クレヨン」（小楠小）

住民型有償サービス 小楠さんくすサービス

防災活動 中津市防災士協議会小楠部会、消防団

防犯活動 防犯パトロール

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関

する相談窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）三光園

民生委員による心配ご

と相談窓口
毎月第３金曜 ： ～ ： 小楠コミュニティーセンター

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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鶴 居
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

鶴居地区は沖代平野の水源である三口大

井手堰を擁し、豊かな土地柄から稲作や野

菜栽培が盛んな地域です。また、中津を代表

する祭の一つである「鶴市花傘鉾祭」が開催

されており、祭を通じて世代を超えたつな

がりが生まれている地域でもあります。

子ども食堂や見守り活動といった小地域

福祉活動も徐々に広がっており、支え合い

の地域づくりが進められています。

支えあい・ふれあい・助けあいでつながる

地域のきずなづくり

鶴居
人口 人

自治区数

実践目標①助けあいの気持ちでつながる防災の取り組みを

進めよう
実践目標②ふれあいを大切にした小さい単位のコミュニティー

づくりをしよう

実践目標③困っている人の をキャッチできる支えあいの
仕組みをつくろう
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20%

56%

24% 29%

33%

38%

25%

45%

30%

56%

3%

41%

54%

7%

39%

73%

14%

13%
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大 幡
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

大幡地区は、市内でも人口や児童数が多

い地域で、 ヶ所の児童養護施設もありま

す。地形的には高台に位置し、ダイハツ九州

アリーナは、災害時の大規模な避難所とし

ての役割を担う場所になっています。

住民福祉活動では、以前より、給食ボラン

ティアや住民型有償サービス活動があり、

最近では週一体操の取り組みも盛んです。

また、平成 年より大幡の地域福祉を

推進する組織として、地域福祉ネットワー

ク協議会「大幡福祉の会“輪”」が、社会資

源調査や情報発信を行なっています。

“向こう三軒両どなり”支えられたり 支えたり

住みたくなる町 大幡

大幡
人口 人

自治区数

実践目標①あいさつ運動からはじまる近隣のつながりづくり

実践目標②みんなが集う楽しいまちづくり

実践目標③防災に対する住民の意識づくり

鶴居の社会資源
（ ３年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

いきいきサロン

（３）

万田きずなの会（第３月曜・万田公民館）

湯屋仲良しクラブ（第 、 木曜・湯屋公民館）

南高瀬スマイルサロン（第 土曜・南高瀬公民館）

こども食堂 鶴居こいのぼり（第１土曜・鶴居コミュニティーセンター）

週一体操教室（３）

万田めじろん体操教室（毎週水曜・万田公民館）

高瀬太陽クラブ（毎週木曜・鶴居文化センター）

上ノ原健康クラブ（毎週火曜・上ノ原区民館）

その他 下永添を元気にする会

ボランティ

ア活動

給食ボランティア

ねぎの会（第４水曜・鶴居コミュニティーセンター）

人参クラブ（第 土曜・南高瀬公民館）

もみじ（第 木曜・万田公民館）

鶴居で活動する地

域ボランティア

胡桃（読み聞かせグループ）

中津マジックの会

中津地区更生保護女性会鶴居校区

防災活動 中津市防災士協議会鶴居部会、消防団

防犯活動
地区防犯パトロール隊

交通安全パトロール隊

その他 鶴居校区青少年健全育成会（ミニ集会）

関係機関主催の交流の場・社会貢献活動

名称 主催 対象・内容

オレンジカフェ三歩
特別養護老人ホーム

悠久の里

認知症の方やその家族等が気軽に参加で

きる場

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する相

談窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）三光園

民生児童委員による心配ごと

相談窓口
毎月第１土曜 ： ～ ： 鶴居ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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大 幡
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

大幡地区は、市内でも人口や児童数が多

い地域で、 ヶ所の児童養護施設もありま

す。地形的には高台に位置し、ダイハツ九州

アリーナは、災害時の大規模な避難所とし

ての役割を担う場所になっています。

住民福祉活動では、以前より、給食ボラン

ティアや住民型有償サービス活動があり、

最近では週一体操の取り組みも盛んです。

また、平成 年より大幡の地域福祉を

推進する組織として、地域福祉ネットワー

ク協議会「大幡福祉の会“輪”」が、社会資

源調査や情報発信を行なっています。

“向こう三軒両どなり”支えられたり 支えたり

住みたくなる町 大幡

大幡
人口 人

自治区数

実践目標①あいさつ運動からはじまる近隣のつながりづくり

実践目標②みんなが集う楽しいまちづくり

実践目標③防災に対する住民の意識づくり
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38%

44%

18%

45%

21%

34%

26%

53%

21%

76%

12%

12%

17%

64%

19%
36%

39%

25%
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大幡の社会資源
（ ３年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

いきいきサロン

（２）

黒水ふれあいいきいきサロン（月１回・黒水生活改善センター）

榊原元気クラブ（毎月 日・榊原公民館）

週一体操教室 ５

中原のぞみ会週一体操（毎週木曜・中原公民館）

大悟法週一健康体操（毎週金曜・大悟法老人憩の家）

稲尾健康体操クラブ（毎週火曜・稲尾集会所）

大幡元気・いきいき＜週一体操＞（毎週水曜・大幡ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ）

八幡ほがらか健康クラブ（毎週水曜・八幡町集会所）

ボランティ

ア活動
給食ボランティア

ひまわりの会（第 ・ 木曜・八幡町集会所）

さくら（第 水曜・大貞公園集会所）

みすみ会（第 水曜・大悟法老人憩いの家）

住民型有償サービス 大幡まこもサービス

防災活動 自主防災組織、中津市防災士協議会大幡部会、消防団

防犯活動
防犯パトロール協議会

自主安全協会パトロール隊

関係機関主催の交流の場・社会貢献活動

名称 主催 対象・内容

オレンジカフェ
地域包括支援センター

いずみの園

認知症の方やその家族等が気軽に参加で

きる場

こども食堂・やわらぎ

ダイニング

児童家庭支援センター

「和（やわらぎ）」

ひとり親世帯など

毎月第２・４日曜日

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する相

談窓口

地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）いずみの

園

子育てに関する相談窓口
児童家庭支援センター「和（やわらぎ）」

大幡子育て支援センター「こもん」

民生児童委員による心配ごと

相談窓口
毎月第１木曜 ： ～ ： 大幡ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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如 水
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

如水地区は保育園・幼稚園・小学校・

中学校・高等学校を有した地域である

一方、果樹園等が多くある農村地帯で

もあることから、働く元気な高齢者が

多い地域です。

つながりづくりを目的に住民主体で

実施しているコミュニティーセンター

でのサロン活動は長年続いており、新

たに空き家を活用した地域サロンも始

まりました。また、防犯パトロールや

見守り活動も活発に行われているなど

地域全体で支え合いの意識が広がって

います。

誰もが安心して暮らせる如水
みんなの力でつながる如水

如水
人口 人

自治区数

実践目標①日頃から、隣近所との関係づくりをしよう！

実践目標②地域の情報を共有できる仕組みをつくろう！

実践目標③ゴミ出しマナーの意識・知識を高めよう！
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8%

23%

69%

20%

55%

25%

71%
11%

18%20%

57%

23%

51%

7%

42%

53%39%

8%
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三 保
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

三保地区は、昔から続く伝統行事や各種

遺跡が数多く残っており、歴史や文化を次

世代に継承していこうという活動が活発

な地区です。

また、三保交流センターや三保文化セン

ターなどを中心に、地域の交流行事が盛ん

に行われている地域でもあります。

世代同居世帯も多く、また、三保小学

校と地域にある高齢者施設や障がい者施

設との交流行事も盛んなことから、多様な

人との交流も積極的に進められています。

豊かな自然に、子どもの声が響き合い、

共に支え合う三保の地域づくり

三保
人口 人

自治区数

実践目標①食を通じて子どもと親と地域のつながりをつくっていこう

実践目標②地域資源を通じて障がい者・子ども・高齢者と交流しよう

実践目標③防災を通じて地域の備えをすすめよう

如水の社会資源
（ ３年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

地域サロン サロンつばめの家（毎週月曜・つばめの家）

広域型いきいきサ

ロン

如水ふれあいサロン

（第３火曜・如水コミュニティーセンター）

週一体操教室

（２）

上如水団地健康クラブ（毎週水曜・上如水団地健康クラブ）

如水めじろん体操（毎週金曜・如水コミュニティーセンター）

ボランティ

ア活動

給食ボランティア
やまばと会（第３土曜・如水コニュニティーセンター）

あけぼの会（第２木曜・如水コミュニティーセンター）

如水で活動する地

域ボランティア

おはなしサークル

日本語教室きらきら

子ども支援ボランティア中津

防災活動
中津市防災士協議会如水部会

消防団

防犯活動 防犯パトロール隊

関係機関主催の交流の場・社会貢献活動

名称 主催 対象・内容

認知症高齢者捜索模擬訓練

地域包括支援センタ

ー（高齢者相談支援セ

ンター）いずみの園

如水地区で認知症高齢者の捜索模擬訓

練を実施

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する相

談窓口

地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）いずみの

園

民生児童委員による心配ごと

相談窓口
毎月第１木曜 ： ～ ： 如水ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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三 保
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

三保地区は、昔から続く伝統行事や各種

遺跡が数多く残っており、歴史や文化を次

世代に継承していこうという活動が活発

な地区です。

また、三保交流センターや三保文化セン

ターなどを中心に、地域の交流行事が盛ん

に行われている地域でもあります。

世代同居世帯も多く、また、三保小学

校と地域にある高齢者施設や障がい者施

設との交流行事も盛んなことから、多様な

人との交流も積極的に進められています。

豊かな自然に、子どもの声が響き合い、

共に支え合う三保の地域づくり

三保
人口 人

自治区数

実践目標①食を通じて子どもと親と地域のつながりをつくっていこう

実践目標②地域資源を通じて障がい者・子ども・高齢者と交流しよう

実践目標③防災を通じて地域の備えをすすめよう
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4%

18%

78%

31%

40%

29%

11%

41%
48%

21%

32%

47%

43%

9%

48%

70%

14%

16%
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和 田
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

和田地区は田畑や果樹園等があり農

業に携わる人が多く、元気な高齢者が多

いことが特徴であるとともに、自動車製

造工場や中津港付近の工業団地などの

企業を有した地域でもあります。

いきいきサロンの活動や週一体操、老

人会での集まり、子ども食堂等地域の中

で交流する機会が増えつつあり、住民の

活動が徐々に広がりを見せています。

みんなで安全・安心の幸せの輪をつなげよう和田

和田
人口 人

自治区数

実践目標①防災訓練を通して防災意識を高めよう

実践目標②誰もが参加しやすい地域のつながりをつくろう

実践目標③安心して暮らせるための情報を しよう

三保の社会資源
（ ３年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

いきいきサロン

（ ）

古森シルバーサロン（第 土曜・古森集会所）

黒川ひばり会（第 土曜・黒川集会所）

週一体操教室（４）

黒川健康クラブ（毎週土曜・黒川集会所）

田中にこにこクラブ（毎週月曜・田中集会所）

草場クラブ（毎週火曜・草場公民館）

北原サンサン健康クラブ（毎週水曜・北原地区生活改善セ

ンター・北原人形後継者育成センター）

三保で活動する地域ボランティア
北原人形芝居保存会

三保の文化財を守る会

防災活動
消防団

中津市防災士協議会三保部会

防犯活動 防犯パトロール

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する相談

窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）三光園

生活全般に関する相談窓口
法人福祉の里なかつ応援隊

毎週水曜 ： ～ ： かむろﾌｰﾄﾞｾﾝﾀｰ内

民生児童委員による心配ごと相

談窓口
偶数月第１月曜 ： ～ ： 三保交流ｾﾝﾀｰ

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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和 田
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

和田地区は田畑や果樹園等があり農

業に携わる人が多く、元気な高齢者が多

いことが特徴であるとともに、自動車製

造工場や中津港付近の工業団地などの

企業を有した地域でもあります。

いきいきサロンの活動や週一体操、老

人会での集まり、子ども食堂等地域の中

で交流する機会が増えつつあり、住民の

活動が徐々に広がりを見せています。

みんなで安全・安心の幸せの輪をつなげよう和田

和田
人口 人

自治区数

実践目標①防災訓練を通して防災意識を高めよう

実践目標②誰もが参加しやすい地域のつながりをつくろう

実践目標③安心して暮らせるための情報を しよう
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今 津
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

今津地区は周防灘に面しており、海や山

など自然が豊かな地域であり、高齢化率が

高い地域の一つです。

海岸が近いことや、地区内に犬丸川や五

十石川などの大きな河川が通っていること

から、災害に対する意識が高い地域でもあ

ります。また、地域活性化の取り組みとして

「いきいき今津まちづくり協議会」による

住民参加のまちづくりの取り組みが進めら

れています。

だれでんかれでん 寄ろうち語ろうえ あい☆いまづ

今津
人口 人

自治区数

実践目標①目指そう！地域みんながつながるまちづくり

実践目標②地域で見守り助け合う支援体制をつくろう！

実践目標③防災意識を高めて訓練につなげよう！

和田の社会資源
（ ３年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

いきいきサロン

（２）

陽だまりサロン（第 水曜・田尻老人憩の家）

諸田竹林元気クラブ（第 木曜・諸田区集会所）

こども食堂 こども食堂“夢”（不定期の土曜日・田尻）

週一体操教室（３）

諸田竹林元気クラブ（毎週木曜・諸田区集会所）

小路おげんきクラブ（毎週火曜・小路地区集会所）

陽だまり元気クラブ（毎週金曜・田尻老人憩の家）

ボランティ

ア活動
給食ボランティア

なでしこ（第 土曜・田尻老人憩の家）

たんぽぽ（第 水曜・小路地区集会所）

防災活動
消防団

防災士協議会和田部会

防犯活動
防犯パトロール、スクールガード

少年警察ボランティア協議会

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する相談

窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）三光園

民生児童委員による心配ごと相

談窓口
毎月第３水曜 ： ～ ： 和田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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今 津
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

今津地区は周防灘に面しており、海や山

など自然が豊かな地域であり、高齢化率が

高い地域の一つです。

海岸が近いことや、地区内に犬丸川や五

十石川などの大きな河川が通っていること

から、災害に対する意識が高い地域でもあ

ります。また、地域活性化の取り組みとして

「いきいき今津まちづくり協議会」による

住民参加のまちづくりの取り組みが進めら

れています。

だれでんかれでん 寄ろうち語ろうえ あい☆いまづ

今津
人口 人

自治区数

実践目標①目指そう！地域みんながつながるまちづくり

実践目標②地域で見守り助け合う支援体制をつくろう！

実践目標③防災意識を高めて訓練につなげよう！
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53%
31%

16%

60%
15%

25%

51%

18%

31%

88%

7%
5%

55%

20%

25%

91%

4%
5%
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三 光
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

三光地区には中津市のシンボルともいえ

る八面山があり、平野に田園が広がる地域

です。また地区によってはベッドタウンと

して少しずつ世帯数が増えています。

全自治区でいきいきサロンが活発に行わ

れており、ここ数年は、地域福祉ネットワー

ク協議会「ふくしの里“ややま”」や住民型

有償サービス「三光こすもすサービス」が立

ち上がるなど、小地域での取り組みが活発

に進められています。

八面に広がる三光

～住みたくなるふるさとをつくろう～

三光
人口 人

自治区数

実践目標①地域の交流を深めよう

実践目標②お互いに支え合う地域づくりをしよう

実践目標③向こう三軒両隣の防災のしくみをつくろう

今津の社会資源
（ ３年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

いきいきサロン うえのサロン（月 回木曜・植野公民館）

広域型いきいきサ

ロン

福祉ボランティア キューピット

（第１月曜・今津コミュニティーセンター）

週一体操教室（６）

植野健康クラブ（木曜・植野公民館）

野依健康体操（木曜・野依集会所）

犬丸いきいきクラブ（水曜・犬丸集会所）

えびす元気いきいき週一体操今津教室（木曜・今津区集会所）

いきいき停車場週一体操（水曜・今津コミュニティーセンター）

いきいき赤迫健康クラブ（木曜・赤迫地区集会所）

ボランティ

ア活動

給食ボランティア

（ ）

いちごの会（第３金曜・今津コミュニティーセンター）

ちぐさの会（第３土曜・今津コミュニティーセンター）

今津で活動する地

域ボランティア

ほーかご今津子ども教室 エンゼルスクール・書き方教室

鍋島高齢者の会ボランティア「友愛」

停車場ボランティアの会

住民型有償サービス 今津支え合いサービスすみれ

防災活動 消防団、中津市防災士協議会今津部会

防犯活動 今津地区自主防犯パトロール会

関係機関主催の交流の場

名称 主催 対象・内容

オレンジカフェさわらび
特別養護老人ホーム

さわらび

認知症の方やその家族等が気軽に参加で

きる場

よりみち
一般社団法人こころ

のおと

オレンジカフェ、こども食堂、カレーラン

チ、夜カフェ などを開催

よりあ
今津地区生活支援コ

ーディネーター

大勢が集まる場に行きづらいと感じてい

る人の居場所づくり（月１回）

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する相

談窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）いずみの園

民生児童委員による心配ごと

相談窓口
毎月第１月曜 ： ～ ： 今津ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

生活支援コーディネーターに

よる相談窓口
毎月第３火曜 ： ～ ： たけちゃん家

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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三 光
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

三光地区には中津市のシンボルともいえ

る八面山があり、平野に田園が広がる地域

です。また地区によってはベッドタウンと

して少しずつ世帯数が増えています。

全自治区でいきいきサロンが活発に行わ

れており、ここ数年は、地域福祉ネットワー

ク協議会「ふくしの里“ややま”」や住民型

有償サービス「三光こすもすサービス」が立

ち上がるなど、小地域での取り組みが活発

に進められています。

八面に広がる三光

～住みたくなるふるさとをつくろう～

三光
人口 人

自治区数

実践目標①地域の交流を深めよう

実践目標②お互いに支え合う地域づくりをしよう

実践目標③向こう三軒両隣の防災のしくみをつくろう
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三光の社会資源
（ 年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

いきいきサロン

（１５）

佐知、土田、臼木、小袋、諌山、原口、成恒、森山、下田

口、上田口、西秣、下秣、上秣、下深水、上深水

週一体操教室（５）

森山健康クラブ（毎週火曜・森山地区多目的集会所）

成恒健康クラブ（毎週火曜・成恒集会所）

上秣健康クラブ（毎週木曜・上秣営農集団センター）

うすぎ健康でいようクラブ（毎週木曜・臼木多目的集会所）

下秣いきいき健康クラブ（毎週月曜・下秣公民館）

土田長寿クラブ（毎週木曜・土田公民館）

ボランティ

ア活動

給食ボランティア たけのこの会（月 回・第 月曜日）

三光で活動する地

域ボランティア

三光観光ボランティアガイドの会、佐知おどり愛好会、

むつみ会、臼木ボランティアグループ、うぐいすの会、

下秣ボランティアグループ、虹の会

住民型有償サービス 三光こすもすサービス

防災活動 消防団、防災士協議会三光支部

防犯活動 スクールガード

関係機関が主催する交流の場・社会貢献活動

名称 主催 対象・内容

オレンジカフェ三光 地域包括支援センター社協
認知症の方やその家族等が気軽に参加

できる場

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する相談

窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）社協

民生児童委員による心配ごと相

談窓口
毎月第１金曜 ： ～ ： 三光ｺﾐｭﾆﾃｨ-ｾﾝﾀｰ

生活支援コーディネーターによ

る相談窓口
毎月第２金曜 ：３ ～ ： 佐々木さんち

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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本耶馬渓
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

本耶馬渓地区では、一年を通じて観光客

が訪れる青の洞門や羅漢寺などがある自然

豊かな観光地です。

平成 年に始まった「ふれ愛ネットワー

ク」の活動は、隣近所での見守り、交流会等

の開催などを行っており、住民同士のつな

がりづくりの基本となっています。

また新たに、いきいきサロンや週一体操、

住民型有償サービス「本耶馬渓ひまわりサ

ービス」の発足など、高齢者やボランティア

の交流や、地域の支え合い活動が広がって

います。

来ちょくれ、帰ちょくれ、

おおらかな ふるさと 本耶馬渓

本耶馬渓
人口 人

自治区数

実践目標①誰もが参加しやすい、魅力ある地域行事をつくろう！

実践目標②ふれ愛ネットワーク等による、見守り体制強化しよう！

実践目標③気軽に声をかけ合える関係づくりをしよう！

き き
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28%

49%

23%

43%

25%

32%

58%

9%

33%

49%

14%

37%

26%

46%

28%

85%

6%

9%
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耶馬溪
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

耶馬溪地区は中津市内で最も面積が広く、

そのほぼ全域が山間部で、少子高齢化の影響

から市内でも高齢化率が 番目に高い地域

です。

地縁の深い地域の特性から、隣近所の助け

合い活動が推進され、小地域ごとの行事や活

動が行われています。全地域に「見守りネッ

トワーク」があり、声かけや関わることによ

って孤立しない取り組みに努めています。ま

た、住民型有償サービス「たんぽぽサービス」

の活動や、いきいきサロンの実施などの意欲

的な取り組みがすすめられています。

小さな気配り大きな安心

～未来に向かってはばたく福祉の輪～

耶馬溪
人口 人

自治区数

実践目標①共生できる集いの場を作ろう

実践目標②日頃から近所づきあいを大切にしよう

実践目標③地域活性化！みんな参加の環境づくりに活動していこう！

本耶馬渓の社会資源
（ 年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進め活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

地域サロン はちどり庵（毎週木曜日・はちどり庵）

広域型いき

いきサロン
サロンなでしこ（毎月 日・東谷地区公民館）

いきいき

サロン（ ）

折元おたのしみ会（月 回・折元集会所）

たのしみ会（第 金曜・多志田冠石野集会所）

にこにこサロン下曽木（第 日曜・下曽木地区集会所）

ひだ悠遊サロン（第 金曜・樋田地区公民館）

週一体操

教室（ ）

はちどり庵健康クラブ（毎週木曜・はちどり庵）

東谷健康クラブ（毎週水曜・東谷地区公民館）

六所健康クラブ（毎週水曜・今行・下屋形地区集会所）

その他 下曽木いこいの家、移動販売の日（みんなが集まる）

本耶馬渓で活動する地域

ボランティア

絵本大好きサークル「どんぐり」、本耶馬渓観光ボランティアガ

イドの会、羅漢寺フィールド文化俱楽部

住民型有償サービス 本耶馬渓ひまわりサービス

見守り活動 ふれ愛ネットワーク

防災活動 自主防災組織、消防団、中津市防災士協議会本耶馬渓部会

防犯活動 スクールガード、防犯パトロール隊（落合）

その他
かならせ会（鹿嵐山登山道の草刈など）

民生・児童委員見守り赤飯配布（独居、高齢者世帯対象）

関係機関が主催する交流の場・社会貢献活動

名称 主催 対象・内容

オレンジカフェ本耶馬渓
地域包括支援センター

社協

認知症の方やその家族等が気軽に参

加でき場

オレンジカフェかえで
特別養護老人ホームか

えで

入所者との交流、おやつ作りや頭と

体の運動ゲームなど

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する

相談窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）社協

民生児童委員による心配ご

と相談窓口
毎月第３水曜 ： ～ ： 本耶馬渓支所 社協本耶馬渓

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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耶馬溪
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

耶馬溪地区は中津市内で最も面積が広く、

そのほぼ全域が山間部で、少子高齢化の影響

から市内でも高齢化率が 番目に高い地域

です。

地縁の深い地域の特性から、隣近所の助け

合い活動が推進され、小地域ごとの行事や活

動が行われています。全地域に「見守りネッ

トワーク」があり、声かけや関わることによ

って孤立しない取り組みに努めています。ま

た、住民型有償サービス「たんぽぽサービス」

の活動や、いきいきサロンの実施などの意欲

的な取り組みがすすめられています。

小さな気配り大きな安心

～未来に向かってはばたく福祉の輪～

耶馬溪
人口 人

自治区数

実践目標①共生できる集いの場を作ろう

実践目標②日頃から近所づきあいを大切にしよう

実践目標③地域活性化！みんな参加の環境づくりに活動していこう！
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一人
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35%

37%

28%

58%31%

11%

70%
11%

19%

94%

5%

1%

43%

20%

37%

85%

10%
5%
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山 国
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％ ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

中津市の南西に位置する山国地区は、市内

で最も高齢化率が高く、一人世帯や高齢者世

帯の増加から、災害時などの支援体制づくり

や見守りネットワークの立上げが行なわれ

ています。

また、地区内の支え合い活動推進では、地

域のボランティア活動や、いきいきサロンが

活発に行われ、地域同士のつながりが生まれ

ています。さらに、住民型有償サービス「や

まくにつゆくさサービス」の活動など、住民

主体の取り組みが進められています。

地域福祉ネットワーク協議会「“源流の郷”

やまくに福祉の会」は、これらの活動の推進

を担っています。

みんな仲良し福祉の里やまくに

山国
人口 人

自治区数

実践目標①お互いに助け合う見守り体制づくり

実践目標②誰もが生き生きと楽しくつながろう

実践目標③自ら作ろう安全・安心 自主防災組織

耶馬溪の社会資源
（ 年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

いきいき

サロン

（２５）

伊福いきいきサロン、楽しもう会、鎌城老人会「ほほえみクラブ」、ノ

ーソンサロン、サクラ加工グループ、島お楽しみ会、どんぐりの会、原

井いきいきサロンあじさい会、柾木よろうちたのしむ会、長岩サロン、

天満いきいきサロン、不動岩いきいきサロン、金吉・大久保ＯＫサロ

ン、サロン若宮、ふれあいサロン「かみとばる」、口ノ林サロン「さか

しい会」、サロン橋本、おしゃべりＢＡＲ、ふれあいサロン「たっとま

り」、ふれあいサロン・一ツ戸、柿坂なごみサロン、家籠ふれあい会、

サロン中村、サロン隋雲寺、だいだいクラブ

週一体操

教室（２）

下郷楽しもう会（毎週水曜・宮園公民館）

若宮元気になろう会（毎週火曜・上宮の馬場公民館）

その他 おゆずりサロン、つうだらだった

耶馬溪で活動する地域

ボランティア

檜原山の歴史と自然を守る会、耶馬溪歴史観光案内人の会、中津耶馬

溪アカデミアの会、中村集落ゴミ追放の会、アグリキャッツ、耶馬溪

ジュニア・ボランティアリーダー、耶馬溪町更生保護女性会、ＮＰＯ

法人 耶馬溪ほたるの会、まーちゃん家運営協議会

住民型有償サービス 耶馬溪たんぽぽサービス

防災活動 消防団、中津市防災士協議会耶馬溪部会

防犯活動 小学校児童スクールガード

見守り活動 耶馬溪見守りネットワーク

関係機関が主催する交流の場・社会貢献活動

名称 主催 対象・内容

オレンジカフェやばけい
地域包括支援センター

社協

認知症の方やその家族等が気軽に参加

できる場

よりあ
耶馬溪地区生活支援

コーディネーター

サロンボランティアが元気になる場と

して開催

もみじランチ Ｔｅａｍめいぷる
城井校区での長期休暇中の子育て世帯

の食の支援

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する

相談窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）社協

民生児童委員による心配ご

と相談窓口
毎月第２火曜 ９： ～ ：０ 耶馬溪高齢者センター

生活支援コーディネーター

による相談窓口「朝カフェ」
毎月第 木曜 ： ～ ４： まーちゃん家

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい
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山 国
スローガン

※各年ともに９月３０日時点のもの（中津市の統計データーより）

（ ）年 （ ）年 （ ）年

人口

世帯数

高齢化率 ％ ％

一人暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

～ 歳人口

中津市の南西に位置する山国地区は、市内

で最も高齢化率が高く、一人世帯や高齢者世

帯の増加から、災害時などの支援体制づくり

や見守りネットワークの立上げが行なわれ

ています。

また、地区内の支え合い活動推進では、地

域のボランティア活動や、いきいきサロンが

活発に行われ、地域同士のつながりが生まれ

ています。さらに、住民型有償サービス「や

まくにつゆくさサービス」の活動など、住民

主体の取り組みが進められています。

地域福祉ネットワーク協議会「“源流の郷”

やまくに福祉の会」は、これらの活動の推進

を担っています。

みんな仲良し福祉の里やまくに

山国
人口 人

自治区数

実践目標①お互いに助け合う見守り体制づくり

実践目標②誰もが生き生きと楽しくつながろう

実践目標③自ら作ろう安全・安心 自主防災組織
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52%

23%

25%
39%

42%

19%

61%
12%

27%

89%

7%
4%

58%
14%

28%

80%

4%

16%
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山国の社会資源
（ 年度現在、登録状況や作業部会の方々の意見を参考に作成しています）

お宝 （住民による住民のための支え合いや参加を進める活動のことです）

住民同士の

交流・つな

がりの場

広域型いき

いきサロン
たいしょう陣（第 土曜・旧溝部小学校）

いきいき

サロン

（ ）

中摩ふれあいサロン、市平あぜみちの会、守実いきいきサロン、

小屋川お楽しみ会、大杉の会、春田ふれあいサロン、守実公民館

元気クラブ、鳶ヶ城サロン、槻木ふれあいサロン、上村なかよし

サロン、草本すみれ会、婦人警防藤野木班やすらぎ、犬王丸ふれ

あいサロン、平小野「コロナ」サロン、殿畑の会、みさとサロン、

長尾野ふれあいサロン、吉野けんこう隊

週一体操

教室（ ）

朝陽健康クラブ（毎週月曜・山国社会福祉センター）

守実健康クラブ（毎週金曜・守実コミュニティーセンター）

その他 十日会（毎月 日・市場公民館）

山国で活動する地域ボラ

ンティア

吉野草グループ、八日会、やまくにの歴史と文化を学ぶ会、やま

くに山村塾、奥耶馬紅ひょっとこ衆、槻木源流ボランティア、は

なみずきみぞべ、杉の子会、春田十人会

住民型有償サービス やまくにつゆくさサービス

防災活動 消防団、中津市防災士協議会山国部会

防犯活動 三郷っ子見守り隊

見守り活動 見守りネットワーク（ ヶ所）

その他 山国町民生児童委員協議会配食サービス（年 回）

関係機関が主催する交流の場・社会貢献活動

名称 主催 対象・内容

オレンジカフェやまくに
地域包括支援センター

社協

認知症の方やその家族等が気軽に参加

できる場

よりあ
山国地区生活支援コー

ディネーター

歳以上のひとり暮らしの方への

孤食予防・食事作り・共食の場作り

地区内の相談窓口

高齢者の生活全般に関する

相談窓口
地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）社協

民生児童委員による心配ご

と相談窓口
毎月第３水曜 ： ～ ： 山国社会福祉センター

生活支援コーディネーター

による相談窓口
毎週第３水曜 ： ～ ： 山国社会福祉センター

その他の相談は、社会福祉協議会または市の総合相談窓口（ 参照）にお問い合わせ下さい


