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１．基本的な事項 
（１）南伊勢町の概況 
➊歴史的条件 

南伊勢町は、平成１７年１０月１日に、南勢町と南島町が合併し誕生した新しい町である。 

旧南勢町は昭和３０年２月、五ヶ所町、南海村、宿田曽村、穂原村及び神原村の一部の１町

４村が合併し、また、旧南島町は昭和３０年４月に吉津町、島津村、鵜倉村、中島村の１町３

村が合併して以来、互いに５０年の永きに亘り続いた町であった。 

古来、建武年間に北畠
きたばたけ

親房
ちかふさ

の三男、顕
あき

能
よし

が伊勢国の国司に任ぜられたことから、室町時代の

終わりごろまで北畠氏の支配を受け、その後、藩政時代には紀州藩に属し、１８６８年（明治

元年）７月に度会府となり、明治４年の廃藩置県により度会県に、明治９年４月に三重県に編

入された。１８８９年（明治２２）４月、町村制の施行とともに旧町村を形成し、昭和の大合

併で２町となり、さらに平成の大合併により新生「南伊勢町」となった。 
 
➋自然的・地理的条件 

紀伊半島沿岸東部、度会郡の南端に位置する本町は、東は志摩市、北は伊勢市、度会町、西

は大紀町に接しており、南側は広袤
こ う ぼ う

たる熊野灘に面してリアス式の海岸を有し、その海岸線を

中心に町域の約６割が伊勢志摩国立公園に指定され、良好な環境が保たれている。 
町の総面積は２４１．８９ｋ㎡あり、そのうち山林が８５％を占める地形は全般に急峻で、

地質は山間部では秩父古生層、また海岸部は中生層で構成され、北方背後に大台ケ原山系の支

脈が連なり、当地域を横断しながら海岸線にまで迫っている。 
このため平坦部は極めて少なく、海に面した僅かな土地に民家が集中する沿岸部と、民家と

耕地が散在する農山村部とに分かれており、３８の集落で形成される典型的な農山漁村地域で

あるが、山の緑と海岸が織りなす調和のとれた自然は豊かで美しく恵みに溢れ、年間の平均気

温は１６℃前後、年間降水量は約２，１００～２，７００㎜前後に上る温暖多雨地帯であり「伊

勢の南玄関」として知られている。 
道路としては、志摩市より海岸線に沿って国道２６０号が本町を東西に横断し、北牟婁郡紀

北町へと至っている。役場庁舎の位置は北緯３４度２０分・東経１３６度４０分で、近隣の中

都市である伊勢市・志摩市から約１５～２５ｋｍ圏内にあり、県道玉城南勢線（サニーロード）

や県道伊勢南島線を経て近畿自動車道伊勢線の利用により、名古屋市や京阪神などの広域経済

圏から生活道路や産業用道路、観光用道路として役割が期待されている。 

気象状況                               （観測地点：南伊勢） 
区   分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 平  均 

平均気温（℃） １６．１ １６．６ １５．７ １６．４ １６．５ １６．３ 

降 水 量（㎜） ２２７５．５ ２３１７．０ ２１２７．５ ２６５４．０ ２５５１．０ ２３８５．０ 

（資料：気象庁｜過去の気象データ） 
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■地目別面積 

 

 

（資料：概要調書、農林業センサス） 

 

■令和元年の月別平均気温と降水量 
 

（資料：気象庁｜過去の気象データ） 
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➌過疎の状況 

本町の人口は昭和３０年代以降、年々下降線を辿り続け、平成２７年の人口を昭和３５年の

ピーク時と比較すると、実に６０．１％もの減少率となっている。また今後の推移についても、

将来人口推計において、厳しい予測がなされている。 
なかでも、人口減少が及ぼした影響は少子高齢化と相まって人口構造にも歪みをもたらし、

国勢調査によると、人口に占める高齢者の割合は４９．１％と過半数に近く、逆に年少人口比

率は８．０％にまで落ち込み、地域にとって深刻な問題となっている。 
その大きな要因は、町の基幹産業の役割を担ってきた柑橘類を中心とした農業や遠洋・沿岸

漁業及び養殖漁業の経営環境悪化による就業者数の減少が続くなかで、平坦地が少ないという

本町の地形やインフラ整備の立ち遅れなどから製造業の企業立地が進まなかったこと、また、

近隣町村を含めても通勤可能な就業場所が十分に得られなかったことなどにより、若年層を中

心として、都市部への人口流出が続いたことにある。こうした産業の担い手不足は、集落の機

能低下は勿論のこと、地域全体の活力の鈍化を生み、産業構造の不安定化を招くと同時に新た

な地域間格差へとつながり、健全な地域経営の妨げとなっている。 
このような状況を踏まえ、昭和４５年度に始まる「過疎地域対策緊急措置法」「過疎地域振興

特別措置法」「過疎地域活性化特別措置法」を経て、平成１２年度に旧南勢町、旧南島町におい

て、それぞれ「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき、振興計画を策定し過疎対策に取り組

んできた。 
特に、産業の振興、交通通信体系の整備、生活環境の整備に重点を置き、一次産業の基盤整

備や広域幹線道路などの産業基盤整備を行い、生産基盤の効率化による安定した収入源の確保、

生活環境の基盤整備による都市部との格差是正など、地域が自立していくための諸施策の展開

を図ることにより、住民の生活環境は大幅に改善されてきた。 
しかしながら、厳しい財政状況の中では、事業計画の変更や事業期間の延長・延期を余儀な

くされているのが実情であり、この間にも人口減少は進み、今後もこの傾向は続くものと見込

まれる。 
また、相変わらず続く農林水産業の低迷により先行きへの不安は否めず、顕在化する超高齢

社会を見据えた健康・福祉施策の充実や情報化及び地域間交流の取組については、徐々に促進

されつつあるが、近い将来想定される大規模災害に備えた防災基盤の整備や自主防災活動の強

化、地域経済、地域産業衰退への対策、さらなる交通通信体系整備や生活環境整備などを含め、

地域が持続的発展をしていくためにはまだまだ多くの課題を抱えており更なる対策が求めら

れる。 
 

➍社会経済発展の方向 

過疎地域が持つ最大の弱点はその地理的条件であり、地域に課せられた脱し得ない宿命とも

いえるが、これまでに示してきた問題や課題の払拭には、様々な施策への模索と不断の努力が

肝要となる。住民の居住環境等を維持・創造していくため、今後も農林水産業を町の重要な基
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幹産業として位置づけ、優美な自然の意義ある活用はもとより、産業基盤の整備を図り安定し

た生産の実現を推進するとともに、新たな付加価値を有する産品の創出を行うなど収益性の高

い経営を確立し、就業者の確保・育成に努めなければならない。 
また、低経済成長が見込まれるなかで、中小企業・既存の誘致企業への支援及び新規企業・

新分野への進出に係る優遇措置の見直しなど、起業しやすい環境を整備し、経営の向上につな

がる支援策の構築が重要である。そのためには分野に限らず、日々変化する社会情勢に対応し

た新しい発想ができる人材の発掘と育成を行うなど、地域が有する潜在的な力を活用し、地域

産業との連携や事業者間の交流を促進強化することが不可欠となる。 
このように、産業基盤の整備や共存可能な連携・融合策の推進はもとより、新たな交流産業

の創出や隣接市町との広域連携のほか、次世代を担う子どものための環境づくりが、今後取り

組むべき優先課題と考えられる。従って事業推進に当たっては、それぞれの事業の精選を行う

とともに、財政状況を十分に見極めながら、より一層の計画的な事業実施が必要となる。 
 

（２）人口及び産業の推移と動向 

➊人口の推移と動向 

国勢調査によると、昭和３５年に３２，０７１人であった本町の人口も、表１－１（１）が

示すとおり、平成２７年には１２，７８８人にまで落ち込んでいる。人口減少の割合は、昭和

３５年～昭和５０年で１８．６％減少しており、平成１７年～平成２７年には２３．４％もの

減少率を示し、過疎化現象がさらに加速化した。その他の期間についても、５年間に６％～２

０％程度の高率で減少を続けており、昭和３５の調査時から６０．１％に相当する１９，２８

３人の減少となっている。また、住民基本台帳によって直近の人口推移を見ても、平成１７年

から令和２年にかけての減少率は３３．０％と着実に減少傾向を強めており、歯止めの掛から

ない状態が続いている。 
 こうした状況の下、６５歳以上の高齢者は、構成比だけでなく実数においても増加を続けて

おり、昭和５０年に３，０５５人と全人口の１１．７％を占めていたものが、平成２年には２

０％に当たる４，１９６人となると同時に、０～１４歳の人口３，２０７人を上回る結果とな

っている。さらに、平成２７年では６，２７８人と、全人口の４９．１％を占めており、高齢

者比率は全国平均（２６．３％）及び三重県平均（２７．６％）を大幅に上回っている。 
 一方、本町は若者の希望に応えられる就業場所が限られていることに加え、進学率の上昇も

あって若年者の減少も進んでおり、昭和５０年代に１６．８％を占めていた１５～２９歳の人

口は、平成２７年には８．０％にまで低下している。また、このような結婚適齢期の階層の流

出と相まって、昭和３５年には１０，４４８人（３２．６％）であった０～１４歳人口は、平

成２年には３，２０７人（１５．３％）、さらに平成２７年においては８６０人（６．７％）と

１，０００人を下回っており、少子化の加速が進行している。 
世帯数を見ると、昭和３５年には６，５７４世帯であったが、緩やかに減少しながら、平成

２７年には５，４３２世帯となっており、人口の急速な減少から比較し考察すると、核家族化
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の傾向がみられ、今後も高齢化・少子化を伴う人口減少は続くものと思われる。 
 

表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 
   

区  分 
昭和３５年 昭和５０年 平成 ２年 平成１７年 平成２７年 

実数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総  数 
人 

32,071 

人 

26,103 
％ 

△18.6 

人 

20,933 

％ 

△6.7 
人 

16,687 
％ 

△20.3 

人 
12,788 

％ 
△23.4 

０歳～１４歳 10,448 6,471 △38.0 3,207 △50.4 1,814 △43.4 860 △52.6 

１ ５歳～６ ４
歳 

19,330 16,577 △14.3 13,530 △18.3 8,623 △36.3 5,644 △34.5 

 
うち１５歳
～２９歳

(a) 
7,787 4,374 △43.8 2,745 △37.2 1,522 △44.6 1,025 △32.7 

６５歳以上(b) 2,293 3,055 33.2 4,196 37.3 6,244 48.9 6,278 0.5 

(a)／総数 

若年者比率 

％ 

24.3 
％ 

16.8 
― 

％ 

13.1 
― 

％ 
9.1 

― 
% 

8.0 
― 

(b)／総数 

高齢者比率 

％ 

7.1 
％ 

11.7 
― 

％ 

20.0 
― 

％ 
37.4 

― 
% 

49.1 
― 

世 帯 数 6,574 6,796 3.4 6,598 △2.9 6,280 △4.8 5,432 △13.5 

 

表１－１（２） 人口の推移（住民基本台帳） 

区  分 
平成１２年３月３１日 平成１７年３月３１日 平成２２年３月３１日 

実 数 構成比 実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率 

総  数 
人 

19,709 

% 

― 

人 

18,122 

% 

― 

% 

△8.1 

人 

16,161 

% 

― 

% 

△10.8 

男 9,355 47.5 8,634 47.6 △7.7 7,637 47.3 △11.5 

女 10,354 52.5 9,488 52.4 △8.4 8,524 52.7 △10.2 

 

区  分 
平成２７年３月３１日 令和２年３月３１日 

実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率 

総  数 

（外国人住民除く） 

人 

14,112 
― 

% 

△12.7 

人 

12,146 
― 

% 

△13.9 

男 

（外国人住民除く） 
6,665 47.2 △12.7 5,687 46.8 △14.7 

女 

（外国人住民除く） 
7,447 52.8 △12.6 6,459 53.2 △13.3 

参
考 

男（外国人住民） 12 21.6 ― 23 26.1 152.2 

女（外国人住民） 33 78.4 ― 65 73.9 150.8 
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■将来人口推計 

（資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所｜南伊勢町の将来人口推計） 

 

■出生数と死亡数の推移 
 

（資料：税務住民課） 

12,788 

10,837 
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4,904 

3,892 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
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➋産業の推移と動向 

平成２７年の就業者総数は５，４１０人で、平成１７年の７，４９８人から約２８％（実数

２，０８８人）の減少となっており、総人口に占める就業者数の割合は４２．３％で、平成１

７年の４４．９％に比べ２．６ポイントの低下となっている。 

 就業者数を産業別にみると、第一次産業においては１，１０９人（２０．５％）、第二次産業

が１，０３８人（１９．２％）、第三次産業が３，２６３人（６０．３％）となっており、平成

１７年と比較すると、第一次産業で６６９人、第二次産業で７３９人、第三次産業では６８０

人の急激な減少傾向にあり、第三次産業では平成７年をピークに減少に転じている。これは、

水産業では水産資源の減少や魚価の低迷、また、第一次産業全体における後継者の不足、製造

業等においては、その経営基盤の脆弱さにより社会経済の浮沈に影響を受けやすいこともあっ

て、第一次産業や第二次産業からサービス業などを中心とする第三次産業への移行に及んだも

のの、１５歳～６４歳の人口減少が急激に進んだことから第三次産業においても減少傾向に転

じたものと推定される。 

農林水産業は、昭和３５年以降減少が続いているとはいえ、地域全体の活力に及ぼす影響が

強く、現在でも町の基幹産業といえる。しかし、生産額や就業者数のシェア率は急速に低下し

ており、今後とも厳しい環境にある。また、製造業等は、中国を中心とした海外への生産拠点

の移転、国際競争力強化のためのコスト削減などにより、一層熾烈な競争が予想され、農林水

産業を含め包括的な地域産業の育成、あるいは就労の場の確保など、早急に産業の振興のため

の施策を講じる必要がある。 

 
表１－１（３） 産業別人口の動向（国勢調査） 

 

区 分 
昭和３５年 昭和５０年 平成 ２年 平成１７年 平成２７年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総 数 
人 

16,617 
人 

11,229 
％ 

△32.4 
人 

10,621 
％ 

△5.4 
人 

7,498 
％ 

△29.4 
人 

5,410 
人 

△27.8 

第一次産業 

就業人口比率 

％ 

74.7 
％ 

38.1 
― 

％ 

30.0 
― 

％ 

23.7 
― 

％ 
20.5 

― 

第二次産業 

就業人口比率 

％ 

9.5 
％ 

30.7 
― 

％ 

31.0 
― 

％ 

23.7 
― 

％ 
19.2 

― 

第三次産業 

就業人口比率 

％ 

15.8 
％ 

31.2 
― 

％ 

39.0 
― 

％ 

52.6 
― 

％ 
60.3 

― 
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■産業別人口の推移 

（資料：国勢調査） 

 
■年齢区分別将来人口推計 
 

（資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所｜南伊勢町の将来人口推計） 

昭和35年 昭和50年 平成2年 平成17年 平成27年

第一次産業 12414 4,282 3,182 1,778 1,109

第二次産業 1579 3,442 3,290 1,777 1,038

第三次産業 2624 3,505 4,149 3,943 3,263

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

年少人口 860 607 421 297 213 155 111

就業人口 5,645 4,426 3,471 2,600 1,888 1,340 1,008

老年人口 6,283 5,804 5,168 4,579 3,986 3,409 2,773
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（３）行財政の状況 

➊行政の状況 

本町の令和３年４月１日現在の職員数は２８６人で、行政機構は町長部局１２課、出張所４

ヶ所と議会事務局、教育委員会事務局、町立病院となっている。 

近年における地方公共団体を取り巻く状況は、人口が減少するなかで、少子高齢化が進行す

るとともに、住民の価値観の多様化や高度化が進み、生活様式の質や環境への関心が高まるな

ど社会経済的にも様々な変化が生じ、行政需要は量的にも拡大し多岐複雑化している。 

 また、地方分権の推進に伴い、自己決定及び自己責任の原則のもと自立した地方行政が強く

求められており、国や県からの種々多様な権限が移譲されることにより、今まで以上に主体性

の確立や政策形成能力の向上が要求されている。 

 基礎自治体である市町村は、これらの要求・要望を的確に把握し、住民生活の向上に資する

よう行政運営に努めることが求められ、本町においても地域の特性を活かしながら事業に取り

組み、産業基盤の整備をはじめとして、道路・交通体制の整備、生活環境の整備、福祉・医療・

教育の充実、高度情報化社会への対応などを重点に施策を展開し成果を上げてきた。 

 しかしながら、都市部と比較すると所得水準やインフラ整備においても依然として格差があ

るのが現状である。このようななか、住民の暮らしの利便性及び機能性を高めることはもとよ

り、地域の自立に向け行政への住民参加を一層進めるとともに、既成概念にとらわれない新し

い地域発展を目指すことが望まれる。 

 広域行政については、人口規模の小さい本町にとっては特に重要で、近隣市町との役割分担

と相互連携により、単独では事業実施が困難であったり、効率性の低下が予想されたりする事

務事業に取り組んでいる。現在は、伊勢志摩定住自立圏形成協定による取組や志摩及び紀勢地

区広域消防組合をはじめとする５組合、鳥羽志勢広域連合など３連合、１機構により、定住自

立圏共生ビジョンの策定のほか、消防・救急、し尿処理、介護保険事業などを展開している。 

 

➋財政の状況 

本町の普通会計の財政状況は、歳入では令和元年度が９２．９億円の規模となっており、市

町村合併前の平成１２年度と比較すると１３．０億円減少している。また、その財源比率をみ

ると、地方税は１１．８％と自主財源に乏しく、地方交付税５０．８％、国・県支出金１０．

６％と国県の財源に大きく依存している状況である。 

 歳出では、市町村合併による人件費の削減が大きく影響し義務的経費は平成１２年度の４１．

２億円から令和元年度は３３．２億円と８．０億円減少している。また、特別会計への繰出金

は平成１２年度の７．７億円から令和元年度は１３．８億円と６．１億円増加している。投資

的経費については普通建設事業が大きく減少し、平成１２年度の２７．２億円から令和元年度

は１３．６億円と１３．６億円の減となっている。 

財政指標では、財政力指数は令和元年度が０．２１０であり、全国平均の０．５１と比較し

ても大幅に下回っている。また、経常収支比率は令和元年度で９２．８％と全国平均値以上で



 
１．基本的な事項 

 

 - 11 -

推移しており弾力性に乏しい状況にある。 

このような財政状況のなか、人口減少や少子高齢化により今後も厳しい財政運営が続くもの

と予測され、税収入の確保や受益者負担の適正化、また新たな財源の創出など財源の確保に努

める一方、将来にわたって財政負担となる地方債の発行には慎重を期するとともに、弾力的な

財政運営に資するための各種積立金については十分配慮するなど、あらゆる財政健全化施策を

講じ、地方創生の推進に取り組まなければならない。 
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表１－２（１）町財政の状況 

       （単位：千円） 

区     分 平成２２年度 平成２７年度 令和元年度 

歳入総額 Ａ ９，２３４，０１０ ９，２２０，９３０ ９，２９１，６４３ 

一般財源 ６，２１７，５３５ ６，３５６，３７３ ６，１６８，４２５ 

国庫支出金 ７２７，３９６ ５０４，８５８ ５５４，９７９ 

県支出金 ５２９，７９４ ４８９，７５０ ４２６，２９６ 

地方債 １，１４１，８００ ９１３，９１７ １，１６７，９１７ 

うち過疎債 １８２，３００ ２１７，６００ ３９５，２００ 

その他 ６１７，４８５ ９５６，０３２ ９７４，０２６ 

歳出総額 Ｂ ８，９０５，３４７ ８，８４０，７１７ ９，０９６，５０９ 

義務的経費 ３，４６０，５６６ ３，３５３，１２７ ３，３１７，９２８ 

投資的経費 ８８１，３２０ ９８０，４３４ １，５１４，４３２ 

うち普通建設事業 ８５２，５５７ ９５７，０７９ １，３５５，３６３ 

その他 ４，５６３，４６１ ４，５０７，１５６ ４，２６４，１４９ 

過疎対策事業 ９２８，３３０ １，５８７，９７４ １，４４５，０２８ 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） ３２８，６６３ ３８０，２１３ １９５，１３４ 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ ６５，７８１ ４８，７３４ ３３，６９５ 

実質収支 Ｃ－Ｄ ２６２，８８２ ３３１，４７９ １６１，４３９ 

財政力指数 ０．２３７ ０．２０８ ０．２１０ 

公債費負担比率 １５．１ １６．４ １６．９ 

実質公債費比率 １１．６ ９．６ １０．０ 

起債制限比率 ８．２ - - 

経常収支比率 ８７．３ ９１．７ ９２．８ 

将来負担比率 ６９．４ ４２．９ ６６．９ 

地方債現在高 １１，１１４，２０３ １１，１４０，３７５ １２，４９９，３８５ 

（資料：地方財政状況調） 
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➋公共施設等の整備状況 

公共施設は、地域における住民生活や産業活動の基盤となるものであり、これまでに、学校

施設や町民文化会館・町立病院などの整備が進められてきた。 

 町道については、舗装率は７２．０％と一定の水準を保っているが、急峻な地形条件もあっ

て改良率は３２．５％と低い水準に止まっている。 

 また、水道については１００％となっている一方で、生活排水処理施設においては、下水道、

集落排水施設、浄化槽の整備を推進しているところであり、令和元年度末における生活排水処

理施設の整備率は７４．６％となっており、住民の生活環境は格段に向上している。 

   学校施設については、現在、小学校３校、中学校２校となっている。平成１５年度に南島小

学校と南部小学校を統合し南島東小学校になり、平成１７年度に五ヶ所・南海・宿田曽の３中

学校を統合し南勢中学校を新築整備した。また、平成１９年度には島津・吉津・東の３小学校

を統合し南島西小学校となった。さらに、平成２６年度には五ヶ所・穂原・南海・宿田曽の４

小学校を統合し南勢小学校に、南島中学校と南島西中学校を統合し（新）南島中学校となった。 

   町立病院については、老朽化と南海トラフを震源とする巨大地震への対応のため、令和元年

１１月に新病院として高台移転を行っている。 

   火葬場については、平成２９年７月に老朽化の著しかった五ヶ所浦火葬場、田曽浦火葬場の

２つの火葬場を統合し、新たに南勢火葬場を建設した。 

   整備状況については、過疎対策事業を中心として各種の整備を実施してきたこともあり、着

実に進展してはいるものの、非過疎地域と比較してもその格差は未だに大きく、均衡を図るう

えでも交通通信体系、生活環境施設、福祉施設、教育文化施設等の整備・改良を計画的に進め

「持続可能なまちづくり」を目指さなければならない。 

 

表１－２（２）主要公共施設等の整備状況 
  

区    分 
昭和５５ 
年度末 

平成 ２ 
年度末 

平成１２ 
年度末 

平成２２ 
年度末 

令和元 
年度末 

市町村道 

 改良率（％） 

 舗装率（％） 

 

８．１ 

３３．９ 

 

２２．２ 

６０．３ 

 

２７．０ 

６７．１ 

 

３０．０ 

７０．５ 

 

３２．５ 

７２．０ 

農  道 
延 長（ｍ） 

― ― ― ３４，３４０ ３５，２６１ 

耕地１ha当たり農道 
延長（ｍ） 

４８．９ ４４．１ ２７．０ ― ― 

林  道 
延 長（ｍ） 

― ― ― ３９，４０９ ４６，６１２ 

林野１ha当たり林道 
延長（ｍ） 

２．５ ３．１ ４．０ ― ― 
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水道普及率（％） ９２．３ ９７．０ ９９．２ １００．０ １００．０ 

水洗化率（％） ― ２．７ ２３．０ ５２．９ ７４．６ 

人口千人当たり病院、 
診療所の病床数（床） 

７．０ ９．２ ７．２ ５．８ ６．２ 

（資料：公共施設状況調他） 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

 過疎地域においては、若年者の都市部への流出による人口減少や集落の小規模化、地域住民

の高齢化により、集落機能の維持が困難となっている集落が多くなってきている。 

南伊勢町においても、少子高齢化が進んでいるが、このようななかでも、南伊勢町が自主性

及び自立性を高め、将来にわたって存続し、町民一人ひとりが安心して心豊かに暮らせる町に

なるため、従来の役場と町民の関係だけにとどまらず、町民同士や南伊勢町に関わるすべての

主体の力を結集して乗り越えていくことが必要である。 

このため、南伊勢町では、令和5年6月に「第4次南伊勢町総合計画」を策定し、「『私たち

の元気』で輝きつづけるまち、『輝き』を『未来』へ受け継ぐまち」をまちのめざす姿として、

まちづくりに取り組んでおり、その基本理念である「まちづくりは一人ひとりの幸せのために

あります」、「いつの時代もまちづくりの主役は私たちです」、まちづくりの基本姿勢である「『オ

ール南伊勢』のまちづくり」、役場の基本方針である「ともに歩む役場」を持続的発展のための

基本方針と位置づけ、これに基づき各種施策に取り組んでいくものとする。 

また、「第3期南伊勢町地方創生総合戦略」でもあり、将来に向けた計画的なまちづくりを展

望するための方向性と、人口減少の影響の軽減や、地方創生の目的を達成するための具体的な

目標、施策を位置づけた南伊勢町総合計画の「重点プロジェクト」も踏まえ、本町が抱える地

域課題解決のため、各種施策に取り組み、「持続可能な地域づくり」を進めていくものとする。 

  

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

 本計画において、地域の持続的発展の基本方針に基づき、計画期間内に達成すべき計画全般

に関わる基本目標を、南伊勢町総合計画との整合性を図りながら以下のとおり設定する。 

❶人口に関する目標 

「年齢区分別将来人口推計」の表のとおり、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口

推計によれば、本町の将来人口は、2025 年（令和 7 年）には9,060人、2045 年（令和 

27 年） には、3,892人になると推計されている。一方、令和 5年 3 月策定の「第3期南

伊勢町地方創生総合戦略」における目指す人口の将来展望では、2045 年（令和 27 年）の

人口 5,000 人程度を目指すとされている。この将来展望に基づき、本計画の最終年であ

る令和 7 年度末の目標人口を 9,331人と定める。 

 

 

 



 
１．基本的な事項 

 

 - 15 -

■人口の将来展望（年齢3区分別人口の推移） 

 

（資料：まちづくり推進課） 

 

➋持続的発展の実現に向けた目標 

総合計画のもと掲げる６つのまちづくり目標及び施策の目標を持続的発展の実現に向けた

目標とする。 

まちづくり目標１ 「子どもに継がせたいと思う稼げる仕事があるまちをつくる」 

まちづくり目標２ 「安全と安心を守り、幸せを実感するくらしやすいまちをつくる」 

まちづくり目標３ 「子供たちの健やかな育ちと子育て世代をまちぐるみで全力で応援す

るまちをつくる」 

まちづくり目標４ 「心豊かな暮らしのできる、高齢者をはじめ誰もが元気なまちをつく

る」 

まちづくり目標５ 「地方創生の取組みを加速し町民の希望を実現するまちをつくる」 

まちづくり目標６ 「買い物に対する不便や苦労を地域のニーズにあった形で解消する」 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

 計画の達成状況について、毎年度 10 月頃に外部有識者による効果検証を行い、翌年度の予

算や施策（事業）の見直しにむすびつける。 
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（７）計画期間 

この計画期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５箇年間とする。 

 
（８）公共施設等総合管理計画との整合 

本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設の管

理に関する基本的な考え方との整合を図りながら過疎対策に必要な事業を適切に実施する。 
 
【公共施設等の管理に関する基本的な考え方】 

１．基本方針と数値目標 

①基本方針 
ア．人口減少、厳しい財政状況に対応した公共建築物の適正配置 
イ．真に必要な施設の適切な維持管理 
ウ．民間活力の導入 
②数値目標 
 公共施設等総合管理計画の実効性を確保するとともに、今後、必要な公共施設等を適切に維

持管理していくため、数値目標を設定する。 
 数値目標の設定については、インフラ系施設を含む公共施設等全体を対象とする場合と、公

共建築物のみを対象とする場合が考えられるが、住民のライフラインとなるインフラ系施設は

今後とも特に大きく削減できないと考えられるため、ここでは、公共建築物（ハコモノ）の削

減について数値目標を検討する。 
 
２．公共施設等の再編・再配置に関する基本的な考え方 

今後、保有量の適正化においては、再編・再配置計画を策定し取り組むものとする。 
 
３．公共施設等の管理に関する実施方針 

①点検・診断等の実施方針 
 ＜継続的な点検・診断の実施＞ 

・今後とも存続を図っていく施設については、法定点検のほか、施設管理者による自主的な

日常点検・定期点検を実施する。 
②維持管理・修繕・更新等の実施方針 
 ＜維持管理・修繕・更新等の優先順位の設定＞ 

・維持管理・修繕・更新等の優先順位を設定し、計画的にそれらを実施する。 
＜「事後保全型」から「予防保全型」への転換＞ 
・「事後保全型」から、「予防保全型」へと転換し、施設の保全・向上を図ることにより施設

の長寿命化、維持管理費の適正化及び標準化を図る。 
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＜機能性の向上＞ 
・修繕・更新時には、長期にわたり維持管理しやすい施設、長寿命化へ配慮した施設への改

善を図る。 
・高齢者や障がい者等利用者のニーズに配慮して施設の機能性や安全性の向上や、省エネル

ギー化への配慮を図る。 
＜民間活力の導入＞ 
・更新時には、最も効率的・効果的な運営手法の検討を行う。 

③安全確保の実施方針 
＜早期の安全確保＞ 
・日常点検・定期点検及び点検結果の記録により、危険が認められた場合は最優先で安全性

を確保するための改修または修繕を実施する。 
＜同種・類似施設のリスク回避＞ 
・危険が認められた施設等について早急に点検を実施し、事故の未然防止に努る。 

④耐震化の実施方針 
＜耐震化の推進＞ 
・存続を図っていく施設について必要なものは、適宜耐震化を推進し、施設の耐震化工事に

あたっては、優先順位を定めて、重要な施設から順次耐震化工事を行っていく。 
＜非構造部材の安全対策＞ 
・非構造部材の安全対策（外壁、ガラス、天井の落下対策等）は順次実施する。 

⑤長寿命化の実施方針 
＜長寿命化計画の推進＞ 
・新たに策定する個別計画・長寿命化計画等については、本計画と整合性を図るものとする。 
＜ライフサイクルコストの縮減＞ 
・大規模改修時においては施設の耐久性の向上を図り、長寿命化を図ることでライフサイク

ルコストの縮減を図る。 
⑥統合や廃止の推進方針 
＜統合・廃止の方針＞ 
・建設年度が比較的新しく良好な施設、町民の満足度・利用度が高い施設などについては今

後とも存続を図り、その他の施設については、統廃合等について検討する。 
・町が所有している未利用地や、その目的が達成された施設などについては調査・整理を実

施し、実態を把握したうえで廃止、売却や貸付を検討する。 
・当面において具体的な利用計画のない土地や建物及び施設の統廃合により生じる余剰施設

についても、町民開放や一時貸付等有効的な活用を検討する。 
＜町民との合意形成＞ 
・施設の統廃合等においては、積極的に町民への情報提供を行うとともに、町民との合意形

成を図りながら慎重に進める。 
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⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 
＜研修会の実施＞ 
・全職員を対象にした研修会を実施し、意識啓発を図り、必要に応じて、施設を管理する所

管課、担当職員の技術研修を実施する。特に、存続を図っていく施設、長寿命化を図る施

設に関しては、適切な点検・実施についての研修を必要に応じて実施する。 
＜地方公会計制度・固定資産台帳整備との連携＞ 
・公共施設等の詳細なデータを有効活用・整理するため地方公会計制度・固定資産台帳整備

との連携を考慮した体制を検討する。 
 

４．フォローアップの実施方針 

・ＰＤＣＡサイクルを通して、本町の公共施設マネジメントを推進していくこととし、継続的

な施設運営の中で、総量の縮減や施設の再編・再配置の実現を目指していく。また公共施設等

総合管理計画は、今後の財政収支や社会経済情勢の変化、施設の管理状況により必要に応じて

見直していくこととする。
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２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（１）現況と問題点 

❶移住・定住・地域間交流の促進 

 本町は、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれ、第一次産業を中心とした生業を営んできた。

しかし、社会の情勢変化により人口減少・少子高齢化が著しく進行し、地域づくりの活動を担

う人材が不足するなど、これまで町を支えてきた農業、水産業の不振から新たな働き場を求め、

多くの町民が町外に流出している。 
 若者がこのまちでこれから安心して子どもを生み育てていくためには、充分な収入が得られ

る仕事づくりが必要となる。そのためには、町の産業を従来のやり方や枠組みにとらわれず、

観光、水産業、農業など異業種を組み合わせた新たな仕事のかたちをつくるなど、南伊勢町の

資源を最大限に活用した魅力ある仕事への革新や、若者が事業や就業に新たにチャレンジして

いくための環境づくりが必要である。また新型コロナウイルス感染症の影響により生活様式の

変化や働き方改革が進んでおり、地方への移住ニーズが高まってきていることから、交流・関

係人口の拡大及び移住・定住や二地域居住の推進に向け、デジタル技術を活用したテレワーク

やワーケーションなど、新しい視点を入れた取組も必要である。さらに、移住者が安心してこ

のまちに住めるよう、移住者とまちの人との交流事業など若者定住・移住対策を強力に推進す

る必要がある。 
人口流出の大きな要因の一つに住環境など、町で生活を営むうえでの不便さがあげられる。

これを解消することが、若者が住みよく、暮らしやすいまちづくりを進めるうえにおいては不

可欠であり、住環境の整備などを推進することが重要である。過疎と高齢化が進行する地域に

おいては、活用可能な資源の掘り起こしや高齢者の豊かな知識・経験の活用を図るとともに、

都市と地域、世代間の交流空間を創出し、交流人口の増大に努めることが重要である。このた

め交流の場の整備を進め、観光と文化の振興を図り、交通ネットワーク事業などと連携させて

いかなければならない。 
 

➋人材育成 

 本町では過疎化が著しく、人口減少や高齢化により、集落を維持・発展させていくための地

域の担い手が不足しており、地域が組織としての機能を果たせなくなってきている。地域の活

性化を促進し地域産業の活力創出に向けて時代の潮流や地域の要請に対応できる、地域づくり

の担い手となる地域住民の育成や確保を図ることが重要である。 
また、本町の基幹産業である農林水産業においても、後継者や働き手の不足が進行しており、

国・県・JA・漁協等、関係機関とより一層の連携を強化し、今後の産業を担っていく人材の育

成・確保を推進する必要がある。 
一方、本町には、県立南伊勢高等学校南勢校舎があり、町の将来を担う人材育成に重要な役

割を果たしている。高校生が自ら考え、行動する力や郷土への理解と愛着を育むことを通じて、
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社会の変化に対応し地域活力を生み出す人材として、今後の地域や産業の担い手となる若者を

育成することが重要である。 
 

（２）その対策 

❶移住・定住・地域間交流の促進 

○移住・定住の推進  

１，自然志向の高まりに対して、空き家の活用等データ収集に取り組み、都市部への情報提供

を行いながら受け入れ態勢の整備に努めるなど、定住化に向け積極的に対応していく。 
２，地域活性化のため、都市住民等が一定期間移住し、地域活動等に参加し、地域の活性化を

支援する総務省の「地域おこし協力隊」事業を推進する。また、協力隊員の活動を支援し

ていくとともに、新たな地域活性化事業の創出等を通して雇用の創出を図り、協力隊員の

定住につなげる。 
３，総動のまちづくりを推進するため、町民や町内事業者だけでなく、大学や関係機関、また

県内外において南伊勢町を応援してくれる全ての方々の力を結集することが重要である

ことから関係人口の増大に努める。 
４，地域資源を活用した新たな事業おこしへのチャレンジを支援し、起業者や就業者の拡大と

地域への定住促進を図る。 
５，若者の移住・定住を促進するため、空き家の有効活用や、若者や子育て世代への住環境整

備の支援を行う。 
６，若者が安心して住み続けるために、高台の宅地造成や住宅の整備を行う。 
７，移住・定住者等の雇用の場の確保や農林水産業、商工業等の地域産業の担い手不足を解消

するため、特定地域づくり事業協同組合制度の活用を推進する。 

 ○交流基盤の整備 

１，都市部住民との交流や地域間交流、世代間交流を推進するため、自然や歴史、産業等など

町内に分散する地域資源の有効活用を図り、それらを結び付ける「人・交通・情報」など、

多様な機能を持った交流拠点の整備に努める。 
２，他県友好町との交流を継続するとともに、民間団体による多様な交流活動を支援する。ま

た、交流の波及効果を町内に拡大していくため、産業間や各種団体間の連携を深めていく。 
３，テレワークやワーケーションなど、新しい視点を取り入れた施設の整備を行う。 
 
❷人材育成 

１，南伊勢高校南勢庁舎での、地域資源を生かしたビジネスを研究する「ソーシャル・ビジネ

ス・プロジェクト（SBP）」活動を支援する。 
２，若者が希望を持ち活躍できる町にするために、自らの創意と工夫により特色のある豊かな

まちづくりを推進する若手リーダーの養成に努める。 
３，地域産業の活性化などに高い意欲と創造性に溢れ、地域づくりへ積極的に参加できる若者
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の育成を推進する。 

 

 

（３）事 業 計 画 （令和３年度～７年度） 

 
持 続 的 発 展 
施 策 区 分 

事 業 名 
（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考 

１．移住・定住・
地域間交流の促
進、人材育成 
 

(1)移住・定住     

 若者定住促進事業 
すぐ住める空き家事

業 
南伊勢町  

 若者用住環境の整備 
若者用定住住宅・宅

地造成工事 
南伊勢町  

(2)地域間交流     

 
交流基盤施設整備事
業 

交流基盤施設整備 南伊勢町  

 
 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 
本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設の総

合的かつ計画的な管理・運営に関する基本的な方針との整合を図りながら過疎対策に必要な事

業を適切に実施する。 
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３．産業の振興 
（１）現況と問題点 
➊農 業 

本町の総農家戸数は、平成２７年に３９３戸で５年前に比べて、１０４戸減少している。販

売農家戸数は１９５戸で、その内訳は専業農家２９戸・兼業農家第１種は３８戸・第２種は１

２８戸である。経営耕地面積については、平成３０年には５５７㌶で、平成２５年と比べると

９１㌶の減少となっており、農業者の高齢化と鳥獣の被害による生産者の生産意欲の低下によ

る、農地の荒廃化が問題となっている。 
農作物は、水稲と温州みかんを中心に生産されているが、水稲は零細な規模での経営が大勢

を占め、将来に向けての水田維持が不安視されており、水稲以外の農作物の育成を図っていく

必要がある。また、柑橘については県内では高く評価され好評を得てはいるものの、近年、本

町以外のみかん産地が県内の市場を大きく占めるようになり、「ブランド」の維持に向けた対応

が課題となっている。畜産では、肉用牛及び養豚の事業者がある。 
平成３０年における経営耕地面積５５７㌶のうち、樹園地が４２．１％、田畑が５７．９％

で、樹園地でもみかんがそのほとんどを占め、本町の主要作物となっている。今後、本町の農

業が発展していくためには、みかん栽培において生産基盤の一層の充実を図るとともに、農家

収入の向上及び安定化の方策として経営所得安定対策への取組、梅、促成野菜、花卉などの高

収益の作目を中心とする作付体系の確立や、温州みかん転換のための適正作物の生産体系の整

備が課題となっている。 
急峻地での農業は、機械化による省力化にも限界があり、過重な労働によって生産が支えら

れている面も強く、就業人口が減少するなかで高齢化が進行し、生産量の低下が続いている。

近年の食生活は多様化、高級化しており、それに対応していく観点からも、農畜産物の高品質

化を図るため各種試験研究を奨励するとともに、出荷体制や栽培技術の高度化を進め、特産銘

柄化の確立に努めることが重要である。さらに流通機構整備による販路開拓や観光とも連携し

た栽培・収穫体験のできる果樹の栽培拡大などを促進し、都市住民との交流により付加価値を

持った経営を進めていく必要がある。 
加えて、農林家の生活改善を図るための生活技術普及の講習、農林業技術の講習、集会研修

等の目的に資する施設の耐震化工事を進めていく必要がある。 
また、農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多

面的機能を有している。本町においては人口減少・少子高齢化、過疎化が進み、農家の担い手

が不足しており、農地周りの水路、ため池などを管理することが困難になっている。そのため

管理体制を再構築し、農地の多面的機能の発揮を維持することが重要である。 
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表２－１ 経営耕地面積別農家数の推移 

（単位：戸）                                                          

区  分 
販 売 農 家 

自給的

農 家 合 計 ０．３㌶ 
未満 

０．３～ 
０．５㌶ 

０．５～ 
１．０㌶ 

１．０～ 
１．５㌶ 

１．５～ 
２．０㌶ 

２．０㌶ 
以上 

平成１２年 ８ １７４ １８１ ５８ ２５ １７ ２２９ ６９２ 

平成１７年 ７ １１７ １２６ ４８ １９ １８ ２６９ ６０４ 

平成２２年 ５ ８７ １０２ ３７ １５ １５ ２３７ ４９７ 

平成２７年 1 ６３ ７３ ２３ １７ １８ １９８ ３９３ 

（資料：東海農林水産統計年報） 

 

表２－２ 農業人口専・兼別農家数の推移 

                           （単位：戸、人、百万円） 

区 分 総農家数 
専 ・ 兼 業 別 農   業 

就業者数 
農  業 
産 出 額 専 業 第１種兼業 第２種兼業 

平成 ２年 ９７８ １１８ １２８ ７３２ １，４７５ １，９０３ 

平成 ７年 ８３３ １１１ ９９ ６２３ １，２０７ ２，５１４ 

平成１２年 ４６３ ９１ ６４ ３０８ ７７５ ２，４２０ 

平成１７年 ６０４ ７８ ３９ ２１８ ８１５ １，９６０ 

平成２２年 ４９７ ７３ ２７ １６０ ３６１ １，９７０ 

平成２７年 ３９３ ６５ １７ １１３ ３０４ １，７９０ 

※平成 17 年以降の数値は、販売農家数及び家庭菜園農家数を含む 
     （資料：農林業センサス・東海農林水産統計年報） 

 

表２－３ 経営耕地面積の推移 

                                  （単位：㌶） 

区 分 田 普通畑 樹園地 牧草地 耕地面積計 

平成 ２年 ４１１ １３５ ３１４ ― ８６０ 

平成 ７年 ３３２ １０６ ３１１ ― ７４９ 

平成１２年 ３０１ １１４ ２５９ ― ６７４ 

平成１７年 ３１４ ９９ ２７０ ― ６８３ 

平成２２年 ２７９ ３７０ 普通畑に含まれる ― ６４９ 

平成２７年 ２６５ ３６２ 普通畑に含まれる ― ６２７ 

平成３０年 ２２４ ３３３ 普通畑に含まれる  ５５７ 

（資料：東海農林水産統計年報） 
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■主な農作物の収穫量（平成26年） 

水稲 温州みかん その他柑橘 梅

作物種類 624 902 61 25
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単位：トン

 

（資料：水稲【第６３次東海農林水産統計年報】、果樹【第３次南伊勢町果樹産地構造改革計画】） 

 

➋林 業 

本町の森林面積は平成２７年に２０，４２９㌶で、町全域面積に対する林野率は約８５％を

占めており、その大部分が私有林である。樹種別状況の内訳は、天然林５９．６％、人工林３

７．６％、その他２．８％となっている。 
森林は、水源の涵養や土砂災害の防止、さらには樹木が二酸化炭素を吸収することにより地

球温暖化防止に寄与しているほか、野生鳥獣の生息の場として、また、人々に心の安らぎを与

える場所として、重要かつ多様な機能を持っている。 
 しかし、林業をめぐる諸情勢は、国産材の価格の低迷と伐採までの長期投資・林業従事者の

減少など厳しい現状にあり、林家の投資的意欲も減衰し、保育が適正に行われていない人工林

も多く見られ、生活環境への重大な影響が危惧されている。町内でも人工林の手入れが不足し

ている状況であり、森林の適切な施策ができないと、災害防止や地球温暖化防止など森林の公

益的機能の維持増進にも支障が生じることとなる。 
山林の所有形態を見ると、山林５㌶未満の零細な所有者が６８％を占め、また、不在所有者

も多いことなどから森林施業は小規模・分散的で合理化経営の障害となっているため、複数の

所有者を集約化し、面的なまとまりを持たせた森林施業の推進が急務である。このようななか、

２０１９年４月から森林経営管理法が制定され、適切な経営管理が行われていない森林を、意

欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林については経営

管理を町が行うことで、森林の適切な施業を行う必要がある。また、低炭素社会の実現にむけ、

豊かな自然を活かし、森林保育の仕組みづくりなどを行い、適正に管理することでグリーンカ

ーボンオフセットを増加させ、バイオキャパシティの質と持続性を高めることにより、二酸化
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炭素吸収・固定化量増加対策などを推進することが求められてきている。 
さらに、森林の持つ公益的機能の高度な発揮と林業的な価値を向上させるため、間伐等をは

じめとした森林整備を適切に行うとともに、利用間伐を促進するための林道や作業道等の路網

整備が必要である。 
 このためには、長期的展望に立ち、環境や景観対策なども兼ね備えた施業計画を樹立し、生

産性の向上と持続的な森林経営を考える必要があり、また、新たな森林資源の有効利用として、

散策による森林浴・炭焼き体験など自然体験ゾーンとしての位置づけを行うことも重要である。 
 

表２－４ 林種別森林面積の推移 

（単位：㌶） 

区 分 
樹 林 地 

竹 林 伐採跡地
未立木地 合 計 人 工 林 天 然 林 

針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹 

平成 ２年 ７，７３９ １４ １０２ １２，１１３ ４７ ６０６ ２０，６２１ 

平成１２年 ７，７５９ ４８ １０２ １２，０７１ ４７ ５５８ ２０，５８５ 

平成２０年 ７，５８７ １７ １０２ １２，０９４ ４６ ５２３ ２０，３６９ 

平成２２年 ７，５８６ １７ １０２ １２，０９３ ４５ ５２２ ２０，３８７ 

平成２７年 ７，６６１ １７ １０１ １２，０８１ ４５ ５２２ ２０，４２９ 

（資料：農林業センサス、三重県森林・林業統計書） 
 

表２－５ 保有山林の規模別林家数 

（平成２２年） 

区 分 １．０㌶ 
未満 

１．０～ 
５．０㌶ 

５．０～ 
１０．０㌶ 

１０．０～ 
５０．０㌶ 

５０．０～ 
１００．０㌶ 

１００.０㌶ 
以上 

総 数 

戸 数 ０ ４４２ １１０ ９８ ４ １ ６５５ 

構成比(％) ０ ６７．５ １６．７ １５．０ ０．６ ０．２ １００．０ 

（資料：農林業センサス） 

 

➌水産業 

 本町は、県下でも有数の水産物生産地であり、漁業は本町の産業をこれまでリードしてきた。

海岸線の延長が２４５．６ｋｍにも及ぶ海域は、典型的なリアス海岸であり、複雑に入り込ん

だ湾内と数多くの島々により形成されている。外湾は、黒潮の流れに乗った回遊魚の資源豊富

な熊野灘に面する一方、湾内は根付資源に恵まれ、古くから定置網・刺し網・一本釣りなどの

沿岸漁業が営まれてきた。漁業形態の大きな変革の中で、現在では大中型まき網漁業、養殖漁

業がその主体となっている。 
 しかしながら近年、漁業を取り巻く環境は国際化・情報化が進展するなか、輸入水産物の増
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大が深刻な問題として表面化しているのに加え、沿岸漁業においては磯焼けや漁場の老化、飼

料の高騰、魚価の低迷などで経営環境が悪化し、出荷量の不振を招き、漁家経済を苦しめてい

る。また、漁船漁業では、漁船の大型化により漁獲量は飛躍的に伸びたが、世界的な海況異変

の影響で資源が減少し、操業経費の増大とともに漁獲量及び漁獲種類による魚価の不安定化が

経営を圧迫するなど、どの漁業形態についても極めて厳しい状況にある。 
 平成３０年の漁業就業者数は９８２人となっており、５年前の調査から１４．１％減少して

いる。１５歳～２９歳の年齢別人口に占める割合は７．８％、６０歳以上の割合は４８．８％

となっており、これからの漁業を支えていく若年層の新規就業者が少なく、人口構成と同様に

就業者の高齢化が進み本町漁業の将来に大きな影を落としている。 

■漁業経営体統計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：漁業センサス） 
 
また、漁家戸数については４１５戸で専業率７１．６％、漁業が主な兼業漁家は１１８戸で

２８．４％となっており、前回の漁業センサスと比較すると専業漁家の割合は増加している。

漁業経営体数を階層別にみると、４２９戸で２６．０％減少しており、そのうち漁船漁業は２

５１戸で全体の５８．８％を占めているが、３トン未満の漁船が６４．７％と大きな割合を示

している。漁業種別漁獲量は、平成３０年５１，５０４トンで、まき網漁業が約９割を占めて

おり、次いで定置網漁の１，２２５トンとなっている。また、漁業生産額については６，４３

８百万円（平成３０年漁港の港勢調査）の水揚げとなっているが、２００海里問題以降の状況

を考えると、漁獲量の先行きが懸念される。 

専業経営体, 

71.6%

兼業経営体, 

28.4%

自営漁業の専兼業

別経営体数割合

男性, 

78.3%

女性, 

21.6%

漁業就業者の

男女別構成比

65歳以上, 

68.5%

65歳未満, 

31.5%

漁業世帯数に占める

老年者の割合

自営就業者, 

54.7%

非自営就業者, 

45.3%

漁業就業者に占める

自営漁業就業者割合
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 今後は地域の基幹産業として、地区漁業者及び漁業協同組合と、より一層の連携を強化し、

漁場環境の整備や種苗放流など水産資源の保全と育成に努める。また、魚食離れを解消し魚の

消費量を増やすためイベントを開催するなど、漁業者の所得向上と安定化、施設の長寿命化、

労働の軽減化を図るとともに、加工流通面においても経済的な付加価値を高める工夫が不可欠

である。一方、漁業が将来の担い手である若者にとって、魅力ある産業と感じ取れるような就

業の場を確立し、体験の場の創出による新規就業者の確保・育成に努め、定住促進に結び付け

る必要がある。また、既存の漁業形態だけに止まらず、海が観光資源としての役割を果たすこ

とも視野に入れ、体験型観光漁業にも積極的に取り組み、観光交流等に開かれた魅力ある漁村

づくりを促進していく必要がある。 
 さらには、既存の漁業だけでなく、海洋全体が町の魅力であり、それらを地域資源とし

て産業化し若者や女性など多様な人々が活躍できることが大切であることから、地域資源

を活かした水産業の発展的な取組だけでなく、ナショナルパークである南伊勢の海に関わ

るすべての産業を「海洋産業」として位置づけて南伊勢町の地域資源を活かした革新的な

海洋産業の創出に取り組む必要がある。 
 

表２－６ 年齢別漁業就業者数の推移 

                            （単位：人） 

区  分 平成２０年 平成２５年 平成３０年 

１５～１９歳 ９ ７ ６ 

２０～２９歳 ４８ ４９ ７１ 

３０～３９歳 ９８ ５４ ８７ 

４０～４９歳 ２３４ １７５ １５４ 

５０～５９歳 ２４１ １６８ １８５ 

６０歳以上 ９１６ ６９１ ４７９ 

総   数 １，５４６ １，１４４ ９８２ 

                        （資料：漁業センサス） 
 

表２－７ 専・兼業別個人経営体数の推移 

（単位：戸） 

区  分 平成２０年 平成２５年 平成３０年 

専 業 ４７０ ３８３ ２９７ 

漁 業 が 主 １４４ ９９ ８４ 

漁 業 が 従 １４９ ８４ ３４ 

総 数 ７６３ ５６６ ４１５ 

（資料：漁業センサス） 
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表２－８ 階層別漁業経営体数の推移 

（単位：戸） 

区   分 平成２０年 平成２５年 平成３０年 

漁船非使用 ３ ２ ２ 

漁 

 
船 

 
使 

 
用 

１トン未満 ７１ ７１ ５７ 

１～３トン １９４ １５６ １１２ 

３～５トン ７２ ５１ ３３ 

５～１０トン ４１ ２０ ２１ 

１０～２０トン １４ ４ ６ 

２０～１００トン ２ １ １ 

１００～５００トン ３ ２ １ 

５００～１，０００トン １ １ １ 

１，０００トン以上 １ ０ １ 

定 置 網 漁 業 ４２ ３４ １９ 

海 面 養 殖 業 ３３６ ２３８ １７５ 

経 営 体 数 ７８０ ５８０ ４２９ 

（資料：漁業センサス） 

 
表２－９ 漁業種類別漁獲量の推移 

（単位：トン） 

区   分 平成２０年 平成２５年 平成３０年 

漁 

 

船 

 
漁 

 
業 

まき網 ５５,７９６．５ ５８,９９０．５ ５１,５０４．７ 

刺 網 １０３．９ ８３．４ ７４．９ 

はえ縄 ２２．６ １６．０ ２．６ 

かつお一本釣り ４４．６ ０．３ １０．８ 

その他の釣り ４９．３ ２３．２ ３７．３ 

定置網 １,５１６．１ １,７６７．３ １,２２５．４ 

採貝・採藻 ７３．０ ７７．９ ９６．２ 

その他の漁業 １０９．８ ８６．７ ４３．９ 

養

殖

業 

ハマチ養殖 ４７．９ ７．３ ０ 

タイ養殖 ２,２４０．５ １,６４０．８ １,８７４．４ 

その他の養殖 ７３．２ ６０．７ ２０３．７ 

総   計 ６８，４１６ ６０,０７７．４ ６２,７５４．１ 

（資料：南伊勢町港勢調査） 
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➍商工業 

 本町の商業は、商業従事者数が平成２８年は６４５人（店舗数は１５９店）であり、前回の

平成２４年の調査に比べ従事者数で９人増加したが、店舗数においては１９店の減少となって

いる。 
減少の要因としては、基幹道路の国道２６０号沿線の大型小売店舗やコンビニエンスストア

のほかは、ほとんどが家族経営の小規模商店であり商店街としての組織化がされていないこと

から駐車場不足など利便性に欠けていること、経営者の高齢化によりネット販売などの e コマ

ースを中心とした情報社会への対応の遅れや改装・改善への投資がなされないこと、加えて顧

客である地域人口の減少が重なり、経営困難を理由とした廃業が見受けられる。 
さらに、道路整備が進んだことにより消費者の行動が年々広域化しており、「豊富な品揃え」

「広い駐車場」などを備え、購買意欲を満たす町外の大型小売店や専門店へと流出している。 
しかし、商業は地域住民の日常生活に密着し、生活の利便性に資するほか、雇用効果に加え、

地域コミュニティを形成していく上で果たす役割は重要である。 
自立の基礎となる力強い地域産業経済基盤を構築するため、行政や各関係機関、事業者と連

携・協働し、購買の地元定着施策や「南伊勢町にしかない」「南伊勢町でしか味わえない」独自

性を持った商品の開発支援、ふるさと納税の返礼品への登録推奨、e コマースやＩＣＴを活用

した情報発信の推進、観光産業や水産業、製造業などの他産業や異業種との連携による形態の

確立など、商業振興を積極的に支援する必要がある。 
本町の工業は、外部資本による電子機器部品製造業、水産加工業、建設関連産業を中心に構

成されているが、その大部分は零細で経営基盤も弱く、親会社への従属性が強いため、景気の

変動に左右されやすい事業所である。 
令和元年には事業所数が１０箇所、従業員数が２１８人、製造出荷額は約１５億円となって

おり、ここ数十年で大きく低下し、現在は低い数値で推移している。これは、本町の工業が縫

製業などの国内で不況となった業種が多かったことと、産業構造の変化に対応できなかったこ

と、また成長分野の製造業種を擁していないことによるものである。 
町有の「沖田工業団地」への企業誘致を推進しているが、残り用地も少なく、また他の地域

に比べ地理的条件が悪いことと、労働力確保が困難であることから、新たな企業進出は容易に

進まない状況にある。 
しかしながら工業は、雇用の場を創り出し、地域経済を活性化させるうえでも多大な効果が

期待できるため、今後は地域の特性を活かした産業の誘致や起業支援、事業拡大支援を積極的

に推進するとともに、近隣市町と一体となっての広域での企業誘致活動を継続する必要がある。 
鉱業については年間約５０万トンの石灰石と約８０万トンの砂岩を産出している企業があり、

鉱物資源に乏しい本町にとって大きなウェートを占めている。  
 
 
 



 
３．産業の振興 

 

 - 30 -

表２－１０ 事業所数・従業者数の推移（商業） 

（単位：店、人） 

区 分 
平成１９年 平成２４年 平成２８年 

商店数 従業者数 商店数 従業者数 商店数 従業者数 

卸 売 業 ３２ １６１ ３３ １８９ ３３ １９４ 

小 売 業 ２２５ ８０３ １４５ ４４７ １２６ ４５１ 

総  計 ２５７ ９６４ １７８ ６３６ １５９ ６４５ 

（資料：商業統計調査、経済センサス活動調査） 

 

表２－１１ 年間販売額の推移（商業） 

（単位：百万円、％） 

区 分 
平成１９年 平成２４年 平成２８年 

商品販売額 構 成 比 商品販売額 構 成 比 商品販売額 構 成 比 

卸 売 業 ８，０３１ ４７．４ １１，０６６ ６９．７ １２，９８１ ６７．６ 

小 売 業 ８，８９８ ５２．６ ４，８２２ ３０．３ ６，２３０ ３２．４ 

総  計 １６，９２９ １００．０ １５，８８８ １００．０ １９，２１１ １００．０ 

（資料：商業統計調査、経済センサス活動調査） 

 

表２－１２ 事業所数・従業者数・製造品出荷額の推移（工業） 

（単位：人、万円） 

区  分 平成１０年 平成１４年 平成１９年 平成２５年 令和元年 

事 業 所 数 ５７ ３５ ２６ １２ １０ 

従 業 者 数 ９２７ ６８２ ６０２ １５３ ２１８ 

製造品出荷額 ８２８，７１５ ７１４，２１０ ４５９，７８９ １３６，１４９ １５６，０１３ 

１事業所当たり 
従業者数 １６．３ １９．５ ２３．２ １２．８ ２１．８ 

１事業所当たり 
製造品出荷額 １４，５３９ ２０，４０６ １７，６８４ １１，３４６ １５，６０１ 

（資料：工業統計調査） 

 

❺観 光 

本町は大部分が伊勢志摩国立公園に指定されており、海・山の豊かな自然環境やリアス海岸

の美しい景観、新鮮な山海の幸に恵まれ、その環境を活用した景観展望や自然体験型観光など

の事業を展開しているが、まだまだその資源を十分に活かしきれていないのが現状である。 
本町の観光入込の状況は、日帰り客については、釣り客などのマイカー型の日帰り客が中心

で、サニーロード（県道 169 号）経由で志摩市へ入るケースや志摩市から南伊勢町を通ってサ
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ニーロード経由で伊勢自動車道玉城インターへ向かう観光客も増加し、五ヶ所周辺の土産物施

設も販売額が増加傾向となっている。また宿泊客については、観光協会が実施している夏や秋

冬の宿泊プランなどの効果により近年は安定した数値となっている（令和２年度は新型コロナ

ウイルス感染症の影響により減少）。 
しかしながら、人々の価値観の多様化が進み、観光やレジャーの形態も自然景観の鑑賞、名

所・旧跡巡りだけでなく、地域の歴史文化、伝統、文化やそこに住む人々の生活に触れること

ができるもの、長期滞在型で家族や友人との絆を深めるもの、自然環境を活かしたアウトドア

レジャーなど、心の豊かさに重きを置いたものが求められており、当町もこれらの市場ニーズ

の変化に対応するため、強みである豊かな「自然」、おいしい「食」、人情豊かな「人」を活か

した観光事業を民間事業者と協働し進める必要がある。 
 

表２－１３ 観光客の入込み客数の推移 
（単位：人） 

区  分 宿 泊 客 日 帰 り 客 合計（入込み客数） 

平成２８年 ３０，１０６ ２５８，８２９ ２８８，９３５ 

平成２９年 ２５，４３０ ２６０，８６２ ２８６，２９２ 

平成３０年 ２１，６７７ ２６１，９２７ ２８３，６０４ 

令和元年 ２３，０６０ ２４８，２１６ ２７１，２７６ 

令和２年 １４，５９７ １９４，５６７ ２０９，１６４ 

（資料：観光レクリエーション推計書） 

 

（２）その対策 

➊農 業 

○生産性の高い農業の推進 

１，水田の汎用化や農作業の機械化を図るため、地域の実情を把握し、土地改良事業や小規模

ほ場整備、用排水路整備事業などを導入するとともに、農道の計画的な整備を行うことで、

生産基盤の強化を推進する。 
２，計画的な生産振興と組織化による共同出荷を推進するとともに、農産物の価格安定の確保

と流通の円滑化、合理化を図り、その安定供給に努める。 
３，農家の連携協力のもと、受委託を実施する組織及び体制の整備を図り、受託した農作業を

効率的に行うための環境整備を促進する。 
４，農業生産の増大や生産性の向上を図るため、協業化による農業生産基盤の整備を推進する。 
 ○鳥獣害対策 

１，鳥獣被害を最小限に食い止めるため、電柵、恒久柵等農地への侵入を防止する施設の整備

を支援する。 
２, 集落単位で研修や追払いの講習を行い、集落ぐるみでの鳥獣害対策を推進する。 
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３，駆除した鳥獣の食用化の研究や、加工処理施設の整備を検討する。 
 ○消費動向に即したブランド化の推進 

１, 消費ニーズに合わせた新品種の果樹の生産、青ネギの栽培を推進するともに、温暖な気候 
  を生かした収益性の高い新たな振興作物を三重県、ＪＡとの協働により調査・研究を進め

る。 
２，「安心・安全・おいしい」農産物を安定的に消費者に供給するため、多様な流通販売ルート

の開拓とブランド力の高い農産物の育成を目指す。 
３，都市部住民と農家との交流、情報交換などを推進するための交流イベントや物産展の開催

を通じて、特産品の加工・開発、地場産品の啓蒙、販売の充実を図る。 
 ○担い手の育成 

１，担い手として認定農業者、新規就農者の確保、集落営農組織等、多様な担い手の育成を図

り、それぞれの地域において土壌分析やその結果に応じての土づくりを行い、生産者・Ｊ

Ａ等関係機関が一体となって良質な農産物栽培に取り組む。 
２，魅力ある農業を目指し先端技術の活用を図る一方、農地流動化による規模拡大を図るとと

もに、豊かな自然環境の保全及び担い手確保に必要な事業を総合的に実施する。 
 ○農地利用の集積 

１，集落総意にもとづき、ビジョンづくりを推進し、農用地の有効利用及び担い手への集積を

図る。また、中山間地域等直接支払事業等を継続的に実施し、農業経営の改善に努める。 
２，既耕地基盤の充実と遊休農地の有効利用の一環として、経営規模の拡大を志向する農家や

新規農業希望者に対する農地の取得・斡旋について、農業委員会等の関係機関と連携し、

具体的な支援に努める。 
３, 耕作放棄地や遊休農地を活用した振興作物の栽培促進や地力増進、景観形成など耕作放棄

地の解消を図る。 
４, 集落における集落営農活動による、耕作地の保護を積極的に図る。 
 
➋林 業 

 ○林業経営基盤の強化・推進 

１，自然環境の保全を基本として、林業生産基盤整備事業を効率的に活用するとともに、各種

の補助事業により林道及び作業道の新設や改良などの基盤整備を推進する。 
２，合理的な林業経営を確立するため、森林組合を中心として育林技術の習得・改良や小規模

所有者などの一括管理を進め、総合的な施業体制の見直しを図る。 
 ○森林の保全・育成 

１，水源涵養、土砂災害の防止など多面的な公益的機能を維持するため、植林等による森林生

態系管理の推進を図りながら、美しい地域の自然景観を保持する。 
２，山林の維持管理を計画的に行い、優良材の生産と資源の有効活用に資するため、枝打ち・

間伐等を進める。また、森林組合などと連携し、近代化・省力化による作業効率の改善を
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図るとともに、安定的な雇用体制の確立や福利厚生の改善など就労条件の改善に努め、魅

力ある職場づくりを推進し、併せて林業従事者と後継者の育成に努める。 
３，森林浴や自然観察、また木炭・竹炭・竹酢など自然嗜好のブームによる新たな消費傾向が

顕著であるため、散策ルートの整備を推進し、保健・休養、体験的な活動に森林を活用す

るとともに、ふれあいのある憩いの場としての森林の整備を図る。 
４，菌床きのこ等、特用林産物を調査、研究、人材育成を図り、事業化を推進し、併せて森林

の保全、雇用の創出に努める。 
 
➌水産業 

 ○漁業生産基盤の整備 

１，生産基盤である漁港の整備については、国・県・地元との連携を図りながら、良好な漁

村集落の水産生産体制を確立するため、漁船の大型化や水揚げの集中化に対応できる多

様な機能を備えた施設の整備充実を図る。 
２，防災対策として、災害時に迅速に対応できる適切な維持管理と老朽化により更新が必要

な施設が増加していることから計画的な管理に取り組み、施設の長寿命化を図り更新コ

ストの平準化、縮減を行う。 
３，漁場の老化や磯焼けによる海域の悪化を打開するため、生態系のより良い環境づくりに向

け、藻場の保全や藻場造成及び海藻養殖を促進し、漁場の再生に努める。 
 ○水産資源の持続的・高度利用の推進 

１，水産資源の増大や安定した漁獲に資するため、栽培漁業として種苗生産や中間育成・放流

に取り組み、魚類養殖における放養尾数の適正化、飼料の改善等を推進し、増肉計数及び

歩留まり率の向上を支援するとともに、優良品種(カサゴ等)と先端技術と複合養殖を活用

した沖合養殖の振興を図り、併せて、恵まれた環境を利用して行われている真珠養殖や魚

類養殖などを支援する。また、災害に備え陸上養殖での魚介類（アワビ等）の新規養殖可

能性について関係機関と検討する。 
２，地域で抱えている問題である藻場の減少を、打開するため藻場の造成や害となる生物など

の駆除にも取り組んでいく。また、新しい藻類養殖等にも積極的に取り組み普及活動や販

売活動など関係機関と取り組んでいき、ゼロカーボン（ブルーカーボン）に対する取組も

推進していく。 
３，地域で水揚げされる水産物の活用と流通機能と新規取組の拡充を図り、南伊勢町ブランド

の開発並びに栄養特性や調理方法などの情報を発信し消費者の需要拡大に努め、付加価値

を高めるため高次加工技術を導入し、需要の変化に対応した新しい特産品の開発を促進す

る。 
 ○漁業経営基盤の充実 

１，後継者の確保を図るため、漁村の生活、文化環境の整備や漁業就労条件の改善に努めなが

ら、研究グループなどの活動を積極的に支援し、連帯意識の高揚を図るとともに、意欲に
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満ちた若い人材の新規就業と地域リーダーの育成に努める。また、専門的な知識を持った

漁業士の育成と青壮年・女性部組織の強化を推進し、活発な教育情報活動の展開を図る。 
２，漁村地域の持続的発展と漁場の管理など、大きな役割を担っている漁業協同組合において

は水産施設の設備の老朽化が進んでいることから、施設の整備を図るための支援を行う。

また、県の研究機関との連携し、磯焼け対策、藻場の保全や漁場環境の改善に努める。 
３，海洋環境に配慮した取り組や新たな海洋利用の取組、南伊勢町の暮らしを活かした魚食文

化の普及など地域資源を活かした水産業の発展的な取組を推進する。 
４，若者や女性が活躍できる漁業振興策として、漁師と担い手をつなぐ事務局機能の構築や求

人サイトの構築支援など漁業の担い手受け入れ対策に取り組む。 
 ○融資事業の推進 

１，漁船の購入、養殖漁業の新技術や新魚種の導入等による資金需要の増大に対応するため、

長期にわたる低金利の融資について、資金枠の拡大及び融資内容の充実を関係機関に要請

し、計画的な漁家経営の実践について指導する。 
 ○共存できる観光事業の推進 

１，漁業者と釣り人などの来訪者の相互理解のもと、各集落の特色や観光資源を活かした漁業

と共存可能な秩序ある観光事業の促進を図り、本町で生産される水産物の販売拡充を目的

とするイベントの開催や施設を整備し、消費拡大による地元経済発展と所得の向上に努め

る。 
２，漁業の多角化と都市部住民との交流を深めることにより、海とのふれあいの場を創出し、

家族ぐるみで楽しめる安全で健康的な海洋レクリエーション施設などの整備を視野に入

れ、観光拠点づくりやマリンスポーツ・マリンレジャーの振興に努める。 
 ○魅力ある海洋産業の創出 

１，「ナショナルパークで暮らす“アクアマリンタウン南伊勢”」をブランドコンセプトとして

設定し、南伊勢の海に関わるすべての産業を「海洋産業」として位置づけて、多様な人々

が活躍できる南伊勢町の地域資源を活かした革新的な海洋産業の創出に取り組む。 
 
➍商工業 

 〇雇用を創出する新しい仕事づくり 

１，企業誘致活動を実施する伊勢志摩地域の広域連携組織に加わり、町内及び地域内への企業

誘致を実施する。 
２，町内で光ケーブルでのインターネットサービスの利用が可能になったこと、空き施設を活

用したサテライトオフィスの誘致を進める。 
３，町内での創業または雇用創出が見込まれる事業計画を支援し、町内雇用の増加を促す。 
４，地元就職を促進するため近隣市町村と共同して企業情報を収集し、南伊勢町から通勤可能

な職場の情報提供を行う体制を整える。 
５，インターンシップの実施内容やそれに利用できる補助制度の周知啓発を行い、若者へ南伊
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勢町でのインターンシップを推進し、就業機会の拡大につなげる。 
 

〇産業の再生と活性化 

１，町内事業者の事業活動を促進するため、県内外の物販イベントの情報をメーリングリスト

により配信希望者へ提供するなど販路拡大活動を支援するとともに、町内事業者の商品開

発を支援し、新たな特産品を生み出していく。また、利便性向上とキャッシュレス化に対

応することを目的に、町民及び観光客が現金を持たなくても買い物ができるよう、電子決

済端末の普及を図る。 
２，南伊勢町の地域資源を活用した事業を実施することで、町内の雇用創出を図り、人々の暮

らしを豊かにすることを目的に設立した株式会社みなみいせ商会とともに一次産品の直

販施設などを検討し、町内産業の 6 次化に取り組む。 
３，地域活性化企業人制度を活用して商品開発や販路開拓を指導できる人材を確保し、町内事

業者の支援を実施することで商品開発意欲を向上させ、町外で販売できる商品を生み出し

ていく。 

〇商工団体活動への支援 

１，南伊勢町商工会が実施する、会員の経営または技術の改善発達を図るために実施される経

営改善普及事業を、補助金により支援する。 
２，南伊勢町商工会が実施する、町内商工業者の事業活動を活性化させる施策や、町内商工業

の事業活動を町内外に広くＰＲする施策など、地域経済や事業意欲の向上を図るために実

施される地域総合振興事業を、補助金により支援する。 
３，南伊勢町商工会が実施する、商工会などで経営指導を受けて事業活動の安定化・円滑化を

目的に経営改善を図ろうとする町内事業者の資金の借入れに対する利子補給金事業を、補

助金により支援する。 
 

❺観 光 

 〇観光による新しい価値の創造 

１，漁業を中心とした複合経営（漁業＋マリンアウトドア指導など）のための仕組みづくりの

構築に取り組む。 
２，南伊勢町の風光明媚な自然景観を活用したスポーツ型観光を開催し、参加者の健康増進、

観光地としての認知度の向上及び地域住民との交流や地場産品の PR などを行い、新規客

の獲得やリピーターの確保を促進し地域の活性化に取り組む。 
３，伊勢志摩国立公園ナショナルパーク選定に伴うステップアッププログラムでのインバウン

ドの取組（園地内のトイレの洋式化、案内看板表示の多言語化の推進、外国人利用者等の

ガイドの育成、宿泊施設、飲食店、などの受け入れ体制）を構築していくとともに、地域

DMO の設立に向けた地域の課題を検証し、実施に向けた検討する。 
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〇観光地の魅力づくり 

１，多様な主体が連携し、南伊勢町にある自然や歴史・文化などの地域資源を活用し、地域の

環境や生活、文化と調和した観光商品づくり（町内ビューポイント、海山の魅力発見「ハ

イキング・カヤックルート、つり等」、農漁村文化など）に取り組む。また町の魅力である、

海岸線、農山漁村などの美しい景観を維持するために、景観計画及び同計画に基づく太陽

光発電施設の設置規制の検討を進め、快適な交流空間を守る。 
２，観光協会の組織力の強化及び成果をあげる事業展開ができるよう、職員体制の充実と自主

財源ができる仕組みづくりを構築するとともに、語り部ガイドを活用した自然や歴史・文

化、山登りハイキングコースなどの案内人を育成し、実施に向け取り組む。また宿泊施設

や飲食店等で地元食材を使用した南伊勢町オリジナル料理メニュー（鰹・鮪・鯖・貝づく

しなど）の開発やお客様サービスの充実のための研修会の開催など、ソフト面の充実を促

進し、リピーターの確保と新規客の獲得をめざす。 
３，消費者ニーズやマーケットの状況等を踏まえ、誘客エリアやターゲットとする顧客層を明

確にし、マスメディア、エージェント、キャリアとの協力体制を強化し、地域各種団体（観

光協会、商工会、漁協、JA など）が持っている情報の共有化を図り、南伊勢町でしか味わ

えない魅力や旬の情報を、ホームページなどで効果的に発信するとともに、観光商品とし

て消費者に伝える仕組みづくりに取り組む。また、町内外で開催されるキャンペーンやイ

ベント等を活用し、誘客等を図るための観光と物産が一体となった情報を発信する。 
４，南伊勢町の魅力が満喫できる観光体験と宿泊を連動した商品づくり（個人及び家族）に取

り組む。また、体験交流観光の新たな展開をめざし、南伊勢町の独自性を生かした「マグ

ロ養殖」を体験漁業の核として、関係団体と連携し、体制の構築及びえさやり見学・体験

等の観光商品づくりに取り組むとともに、体験メニューを組み合わせた観光体験コースを

確立し、町外の学校関係等への誘客宣伝活動に取り組む。 
５，伊勢志摩観光コンベンション機構、サニーロード誘客促進実行委員会、南三重地域活性化

事業推進協議会等との連携により、国道２６０号線、サニーロード等の広域観光周遊ルー

トの企画提案やイベント開催などの誘客事業の展開や共同パンフレット、ホームページを

活用した情報発信に取り組む。また、マスメディアやエージェントを活用した情報発信を

広域で取り組むとともに、観光物産展や誘客宣伝プロモーションなどに積極的に参加し、

南伊勢町の魅力を発信する。 
６，地域活性化企業人制度を活用して旅行商品の開発ができる人材を確保し、海山の豊富な自

然環境や既存観光事業者との協働などを活用し、当町の観光資源を活かした旅行商品を生

み出していく。 

〇観光社会基盤の整備 

１，来訪者が安全に安心して滞在・周遊できるよう、交通アクセスや景観、Ｗｉ－Ｆｉスポッ

ト等のハード面の整備に加え、情報提供や接客サービスの研修会等を開催するなどソフト

面を強化し、観光客の受け入れ体制を充実するとともに、散策道、観光トイレ・公園など
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観光関連施設の整備や維持管理を行う。また、観光協会と連携し、会員を対象とした観光

防災対策研修会を開催し、防災知識の向上図り、観光協会加盟の飲食店や商店からの避難

誘導マップや避難マニュアルを整備する。 
２，廃校や河川敷、海岸などの空き施設を活用した賑わいができる場づくりを市場のニーズを

把握している民間事業者と共に検討することで集客施設の設置を促進し、入込客数の増加

につなげる。 
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（３）事 業 計 画（令和３年度～７年度 ） 

 
持 続 的 発 展 
施 策 区 分 

事 業 名 
（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考 

２.産業の振興 (1)基盤整備     

農業 農林業生産基盤新設改
良事業 

生産基盤新設改良 南伊勢町  

中山間地域直接支払事
業 

切原・内瀬 南伊勢町  

    

畑地帯総合農地整備事
業 

飯満 三重県  

    

林業 間伐促進事業 間伐 
いせしま
森林組合 

 

森林環境創造事業 森林保全 南伊勢町  

水産業 

 

産業基盤整備事業 産業基盤整備 
漁業協同

組合 
 

陸上養殖事業 魚介類陸上養殖 南伊勢町  

(2)漁港施設     

 水産物供給基盤機能保
全事業 

漁港機能保全・機能

強化 
南伊勢町  

県単漁港改良事業 漁港施設等修繕 南伊勢町  

町営漁港施設整備事業 漁港施設等修繕 南伊勢町  

(9)観光又は

レクリエーショ

ン 

   

 

 
観光社会基盤の整備 

観光施設改修 

観光案内サイン設置 
南伊勢町  

集客施設整備事業 特産品販売等施設 南伊勢町  
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（４）産業振興促進事項 

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興 
促進区域 

業  種 計画期間 備考 

南伊勢町全域 
製造業、情報サービス業等、

農林水産物等販売業、旅館

業 

令和３年４月１日～ 
令和８年３月３１日 

 

 
（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

 上記、（２）その対策及び（３）事業計画のとおり 
 

（５）公共施設等総合管理計画との整合 
本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設の総

合的かつ計画的な管理・運営に関する基本的な方針との整合を図りながら過疎対策に必要な事

業を適切に実施する。 
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４．地域における情報化 

（１）現況と問題点 

❶デジタル化の推進 

ICT（情報通信技術） は近年大きく変化しており、スマートフォン・パソコンなどにより日

常生活と密接に関わり、人々の生活を支えるツール・基盤となっている。 
情報化社会の進展は、広域経済圏に向けた情報発信によって、農水産品の販路の拡大や流通

の合理化、観光入込み客の増大などが期待できるだけでなく、多様な情報へのアクセス、都市

部との交流などを通じた住民活動の活性化にも結び付いている。 
現在、情報収集はインターネットサービスを通じて行われることが一般的になっており、行

政面だけではなく、産業、観光面や住民生活においても、誰でも利用しやすく分かりやすい情

報発信体制を構築することは重要である。 
また、行政チャンネルによる様々な行政情報を提供しており、更なる住民サービスの充実を

図るため、「より分かりやすく親しみやすい」を目標に行政放送番組の制作を行い、改善を重ね

ていく必要がある。 
教育においては、子どもたちへの ICT 教育の積極的な取組を進めるとともに、高齢化が進

む本町にとって情報化社会に対応するために、町民に対しての ICT 教育や啓発活動、その環

境も適宜更新していく必要がある。 
一方、ICT、ロボット、ドローンや AI 等の技術を活用し、すべての人が快適に仕事や生活

を過ごすことのできる「Society5.0」社会の実現が求められている。その実現に向けて、様々な

分野で活用しようとしている民間企業や団体への支援を進めていく必要があり、特に次世代通

信 ５G の推進を進めていく必要がある。 
更には、国が進めている地方自治体のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進に沿

って、システム標準化やオンライン申請導入を進め、既存の行政サービスや働き方を根本的に

改革する必要がある。 
 

➋情報セキュリティ対策の強化 

 平成２８年１月にはマイナンバー制度が始まり、平成２９年に団体間情報連携が開始された

ことから住民（個人）情報の流出を徹底して防ぐ観点からセキュリティレベルを引き上げてい

る。情報環境の進展に制度を合わせて引き続き情報環境を安全・円滑に利活用できるよう、情

報セキュリティ対策の一層の強化や情報化を支える人材の育成を進めていく必要がある。 
加えて、巨大地震による津波などの大災害に備え、核となる情報通信機器を高台へと移転し

保全を図った。今後は末端の情報通信機器を移転し大規模災害下において情報通信機能を維持

できるよう整備していく必要がある。 
 災害発生時にはいち早く、正確な情報伝達が必要不可欠であり、避難所や災害対策本部を結

ぶ情報伝達システムも整備更新が必要である。 
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（２）その対策 

❶デジタル化の推進 

１，ホームページを「南伊勢町」の魅力を広く町外・国外へ発信すべく、観光情報を前面に押

し出したものに整備したので、今後はよりわかりやすく必要な情報が取得可能なように各

ページを整理し、コンテンツを見直すとともに SNS など様々な情報発信ツールを活用し

情報発信を推進していく。 
２，行政放送番組については、文字放送による情報伝達だけでなく、職員の番組参加や町民か

らの情報提供により、より分かりやすく親しみがもてる番組作りを進める。 
３，情報化社会に対応できるように学校教育における ICT 環境の整備や教育を進めるととも

に、町民に対しての教育・啓発活動も推進する。 
４，「Society5.0」社会の実現に向けて、様々な分野で活用しようとしている民間企業や団体へ

の支援や必要な環境の整備を促進していく。 
５，国が進めている地方自治体のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進に沿って、

ICT 環境の充実を図り行政手続きのデジタル化に対応する。 
 
➋情報セキュリティ対策の強化 

１，マイナンバー制度導入を受け、個人番号利用事務系における当該領域を徹底分離し、端末

からの情報持ち出し不可設定及び端末への二要素認証の導入しＬＧＷＡＮ接続系とイン

ターネット接続系の分割をしているので、それに合わせたセキュリティを更新していく。 
２，情報システムを取り巻く様々な脅威に迅速かつ的確に対応するため、情報セキュリティ対

策のさらなる強化に努める。 
３，情報通信機器を高台に移転していくことにより大災害発生時においても電算業務が継続可

能な整備を進める。 
４，避難所や災害対策本部を結ぶ情報伝達システムの整備更新を進める。 
 

（３）事 業 計 画 （令和３年度～７年度） 

 
持 続 的 発 展 
施 策 区 分 

事 業 名 
（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考 

３．地域における
情報化 
 

(1)電気通信施
設等情報化の
ための施設 

   
 

防災行政用無
線施設 

デジタル移動系無線 
デジタル移動系無

線 
南伊勢町  

 
（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設の総

合的かつ計画的な管理・運営に関する基本的な方針との整合を図りながら過疎対策に必要な事

業を適切に実施する。
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５．交通施設の整備、交通手段の確保 
（１）現況と問題点 

➊交 通 

本町の道路網は、志摩市浜島町から町内に入り、海岸線に沿って本町を東西に横断し北牟婁

郡紀北町へ抜ける国道２６０号と、近隣市町への連絡道として船越～玉城町を結ぶ県道玉城南

勢線（サニーロード）、道方～伊勢市間の県道伊勢南島線（野見坂）、県道南勢磯部線ほかと町

内の集落を結ぶ町道からなっている。また、広域交通網としては、近畿自動車道紀勢線と紀勢

大内山インターへ接続する国道２６０号（錦峠）がある。 
 一般国道２６０号の町内実延長は５２．２km で舗装率１００％であるが、改良率は９８．

７％と、まだ未改良箇所が残っており、道方～東宮間、船越区間、東宮～河内間（三坂峠）が

早期整備されるよう促進していく必要がある。東西に長いという特徴を持つ本町にとって、国

道２６０号は、緊急輸送道路、産業用道路、生活道路及び観光道路として重要な役割を果たし

ているが、近年の異常気象による風水害や災害などにより通行不能になった場合や交通渋滞が

発生すれば迂回路がなく、沿線に住む町民への影響は計り知れないものがある。 
 県道は、主要地方道伊勢南勢線、南島大宮大台線など５路線や一般県道として阿曽浦港線、

伊勢路伊勢線など８路線があり、一部の路線は調査及び改良中である。近年、町外からの観光

客等による交通量の増大に伴い交通混雑・交通事故が問題化しており、隣接市町との連携によ

る各路線の未整備区間の解消が急務となっている。 
 集落と集落を結ぶ町道は１，２７０路線、実延長３７０．２km あり、このうち主要幹線で

ある１・２級町道は８２．４km である。道路整備を重点事業として推進してきた本町では、

これら１・２級町道の改良率は６８．０％、舗装率は９２．４％と良好な数値を示しているが、

その他の町道についての改良・舗装状況は、それぞれ２２．３％、６６．２％に過ぎず、整備

が進捗していないのが現状である。町民生活に直結する重要な役割を担う町道の改良整備は、

長期的な展望に立ち推し進める必要がある。また、開設済みの町道についても、施設の老朽化

や交通量の増加に伴う拡幅等、南海トラフを震源とする巨大地震の発生が危惧されるなか、避

難場所への避難ルートが速やかに確保できるよう大規模地震に備えた道路整備、橋梁の耐震化

及び長寿命化の早期対応を迫られている。さらに、道路インフラの老朽化対策は待ったなしの

状況にあり、日常生活の安全安心を確保するよう効果的、効率的な維持管理、点検、修繕が求

められている。 
 産業基盤道路としての農道・林道については、利便性の確保と車両の大型化に伴う舗装・改

良が課題となっており、受益者の安心安全を確保し効率的な生産活動が展開できる道路整備が

求められている。 
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➋公共交通機関の整備 

バス交通は通学、買い物、通院など日常的な交通手段として利用されている。本町には、鉄

道がなく、公共交通機関として町営バス、デマンドバス、民間事業者の広域幹線バス、タクシ

ーがあり、利用者の利便性の向上や運行の効率化が求められている。 
町営バスは町民、特に交通弱者と言われる高齢者、障がいのある方や高校生、子どもなどに

とって、欠くことのできない最も身近な移動手段となっている。廃止代替路線である町営バス

は民間事業者に委託し運行しているが、人口減少と子育て世代の町外流出により、乗車人員は

減少を続け平均乗車密度と利用率は年々悪化している。これまで、高齢者の移動手段確保の為

のデマンドバス運行や、町営バス路線についても高校生の快適な通学の為、帰宅便の路線延伸

や車両改良等、公共交通対策に取り組んできた。 
しかしながら、更なる人口減少、高齢化に加え、新型コロナウィルス感染症拡大による利用

者減少など、地域公共交通の維持に困難が生じるとともに、新たな課題も見えてきた。そこで、

今後の地域における公共交通見直しの方向性と進め方を明確にし、令和３年３月「南伊勢町地

域公共交通計画」を策定した。今後は地域間幹線バス、町営バス、デマンドバス、タクシーの

交通ネットワーク化の見直しを図り、効率性や経済性に配慮しながら、利用者の利便性を考慮

した安心で快適な移動手段を確保、維持、改善していく。 
 

表３－１ 道路の現状 

（令和２年４月１日現在）                          （単位：ｍ、％） 

       種 別 

区 分 
一般国道 

主 要 

地 方 道 
一般県道 

１・２級 

町 道 

そ の 他 

町 道 
合  計 

区域内実延長 ５２，２０７ ３１，４７５ ４３，９３５ ８２，４４３ ２８７，７６３ ４９７，８２３ 

 舗装済延長 ５２，２０７ ３１，４７５ ４３，２６４ ７６，２１０ １９０，４５４ ３９３，６１０ 

改良済延長 ５１，５０４ ７，８６３ １７，６４７ ５６，０４９ ６４，２８５ １９７，３４８ 

舗 装 率 １００．０ １００．０ ９８．５ ９２．４ ６６．２ ７９．１ 

改 良 率 ９８．７ ２５．０ ４０．２ ６８．０ ２２．３ ３９．６ 

永
久
橋 

橋  数 ５８ ２８ １１ ７１ ２３０ ３９８ 

延  長 １，１６０ ３０２ ２１８ １，０６７ １，９３１ ４，６７８ 

そ
の
他 

橋  数 ― ― ―       １ ４ ５ 

延  長 ― ― ―       ５ ５０ ５５ 

計 
橋  数 ５７ ２８ １１ ７２ ２３４ ４０２ 

延  長 １，１６０ ３０２ ２１８ １，０７２ １，９８１ ４，７３３ 

永 久 橋 率 １００．０ １００．０ １００．０ ９９．６ ９７．５ ９８．８ 

（資料：建設課） 
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（２）その対策 
➊交 通 

○交通網の整備・充実  

１，南伊勢町民にとって「命の道、生活の道、産業の道」として重要な役割を果たす国道２６

０号の道方～東宮間、船越区間、東宮～河内間の改良整備の早期完成に向け促進を図る。 
２，県道南島大宮大台線（藤坂峠）の未改良区間について早期改良整備を促進し、他の県道も

道路改良・法面防災・路肩改修工事等の整備促進を図る。また、県道中津浜浦五ヶ所浦線、

南勢磯部線の改良整備について関係機関との連携を図りながら早期実現に向け促進を図

る。 
３，生活道路、安全性を確保するため、道路の危険箇所の整備を行うとともに、安全施設等の

整備の促進を図る。子どもや障がい者、高齢者など人にやさしいバリアフリー化を図り、

安全で快適な生活道路の整備を推進する。また、幹線道路との連携や機能分担、地域間道

路の連携強化など、町道整備を計画的、効率的に進め、生活道路の充実を図る。 
４，南海トラフを震源とする巨大地震が危惧されるなか、避難や救助活動を円滑に行うことが

できるよう道路施設（橋梁等）の耐震化、落橋防止対策や長寿命化事業を進め災害時の避

難道路の安全確保を進める。 
５, 道路インフラの老朽化が問題視されるなか、安全性、快適性を確保するため、橋梁、トン

ネル等について５年に１回定期点検を実施し、その実態を把握したうえで、長寿命化を図

りつつ見通しを立てた計画的な補修、更新を行う。また、道路インフラの予防保全、老朽

化対策の体制強化を図り、地域住民と連携しながら適切な維持管理を行う。 
６，生産性の向上と従事者の利便性確保のため、農道・林道の舗装・改良に努め、受益者と連

携協力のもと道路の維持活動など環境整備を促進する。 
７，交通量の増大や車両の大型化、また、高齢化の進行に伴い、事故が増加の傾向にあるため

安全施設等の設置を促進し、交通安全教育の徹底や交通安全運動の強化に努める。 
○海上輸送の確保 

１，災害等で陸路が絶たれた場合に備え、海上からの人・物資等の搬送や輸送が確保できるよ

う港湾、漁港に耐震施設の整備を行う体制づくりを検討する。 
 

➋公共交通機関の整備 

○公共交通ネットワークの充実 

１，公共交通サービスの向上のため、町営バス、デマンドバス、広域幹線バス等、バス運行体

制にタクシーやその他の交通手段を組み合わせ、利用者にとって利用しやすい快適な、生

活に密着した公共交通体系を総合的に検討する。 
２，デマンドバスの運行形態の見直し、乗継拠点の整備を行い、町営バス、デマンドバスの経

済性に配慮した効率的な運行体制を総合的に検討する。 
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（３）事 業 計 画 （令和３年度～７年度） 

 

持 続 的 発 展 
施 策 区 分 

事 業 名 
（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考 

４．交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(1)市町村道     
道路 町道改良工事 道路改良、拡幅一式 南伊勢町  
 
 
 
 
 

町道維持工事 町道維持補修 南伊勢町  
慥柄阿曽線道路改良

工事 
改良Ｌ=１３７.0ｍ 

Ｗ=6.0ｍ 南伊勢町 
 

迫間浦本線外 8 路線道
路改良工事 舗装、側溝整備 南伊勢町  

形黒１号線道路改良

工事 
改良Ｌ=１２０．０ｍ 

Ｗ=6.0ｍ 南伊勢町 
 

法面対策工事 大三浦礫浦線ほか   

舗装修繕工事 押渕大江線ほか 南伊勢町  
トンネル修繕工事 東宮隧道修繕 南伊勢町  

橋梁 橋梁修繕工事 修繕工事一式 南伊勢町  
 橋梁耐震補強工事 耐震補強工事一式 南伊勢町  

橋梁修繕計画 修繕計画 南伊勢町  
（2）農道     
 ふるさと農道 切原地区 南伊勢町  
（3）林道     
 大紀南島線 用水路改修 南伊勢町  
 林道東河内谷線橋梁

補修工事 
補修 L=６．５ｍ 

W=３．６ｍ 
南伊勢町  

 
（４）公共施設等総合管理計画との整合 

本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設の総

合的かつ計画的な管理・運営に関する基本的な方針との整合を図りながら過疎対策に必要な事

業を適切に実施する。 
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６．生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

➊水 道 

 水道は、日常生活に欠かせないものであり、安全でしかも良質な水を安定して供給すること

が何よりも大切である。本町の水道事業については、これまでの水需要に対して水源の確保や

拡張及び配管替え整備を行ってきたため、ほぼ１００％に近い普及率となる成果をあげており、

現在は、平成２９年４月に南伊勢町水道事業の全域を統合し、南勢地区（水源地５ヶ所）、南島

地区（水源地８ヶ所）の地域施設によって、それぞれ水道水を給水している。 
 しかしながら、給水人口の減少、施設の老朽化など水道事業の経営は厳しい状況にあり、順

次発生する老朽管の更新等、施設維持に係る費用の財源確保や使用料金対策など多くの問題を

抱えている。老朽化した施設の放置は、住民の公衆衛生面への不安を募らせるため早急な対策

が求められる。また、地震等災害が発生した場合でも、生命の維持や生活に必要な水を安定し

て供給することに重点をおいて浄水場、配水池などの基幹施設はもとより管路の耐震化、施設

等の更新を計画的に進めていく必要がある。 
 今後は、老朽化施設の整備や、災害に強い安定した耐震化補強整備など、アセットマネジメ

ントを基本とした総合的かつ中長期的な計画により水の安定供給に努め、事業の推進を図る必

要がある。 
 

表４－１ 水道事業の状況 

（令和元年度） 

区   分 水 道 

行政区域人口 （人） １２，２３４ 

給水人口 （人） １２，２２５ 

給水件数 （戸）  ５，８７８ 

年間給水量 （㎥） ２，１２８，８５８ 

１日平均給水量 （㎥） ５，８３２ 

給水普及率 （％） ９９．９ 

        （資料：上下水道課） 

 

➋生活排水対策  
本町は熊野灘に面し、水産資源豊かな黒潮と温暖な気候に育まれた環境のもと、農漁業を中心

に歩んできた。しかし、生活様式の多様化による雑排水の量的増加と汚濁負荷量の増加により

海や河川の水質悪化が進行し、農漁業や生活環境に影響を及ぼしている。 
このような状況の打開のため、下水道施設については平成３年度から公共下水道が事業開始

され、平成５年度から供用を開始し、その後、農業集落排水・漁業集落排水の２事業が実施さ
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れている。また、浄化槽においても、下水道の処理場と同等の性能を有していることから、下

水道事業計画区域外の地域に対し、積極的に浄化槽の普及を推進している。こうした取組によ

り、令和元年度末の生活排水処理施設整備率は７４．６％と近隣の市町に比べ良好な数値を示

しており、また、三重県の８６．０％と比較すると未だ低い状況にある。 
また、現在整備済処理施設等の損傷、経年劣化等が発生しており、維持管理費が高騰してい

るため、長寿命化計画を策定し、計画的に更新工事を行なっている。 
生活排水処理施設は、健康で快適な住民生活の基盤となる必須の施設であり、トイレの水洗

化及び雑排水の処理による生活環境の改善はもとより、公共用水域の水質保全の機能を有して

いることから、今後も積極的に整備促進を図る必要がある。 
また、本町の基幹産業である第一次産業の育成・振興、そして、若者の定住・高齢者の保健

及び福祉の向上による地域の活性化を図る観点からも、推進すべき重要な施策である。 
 

表４－２ 生活排水処理施設の整備状況 

（令和元年度） 

区  分 行政区域人口 公共下水道 農業集落 
排水施設 

漁業集落 
排水施設 浄化槽他 整 備 率 

南伊勢町 １２，２３４人 ２，５４４人 ７９４人 ４，４５５人 １，３３９人 ７４．６％ 

（資料：上下水道課） 

 

➌ごみ処理 

 近年、ごみの適正な処理に対する住民意識の高まりは非常に大きく、国においても「循環型

社会形成推進基本法」をはじめ、「容器包装リサイクル法」や「家電リサイクル法」の制定がな

されるなど、社会全体で資源循環の形成を目指した取組が進められている。 
 現在までの取組としては、環境汚染や人体への影響が懸念され、社会問題となっているダイ

オキシンなどの化学物質に考慮して自家焼却炉の廃止、また、ごみ減量化の対策として、分別

収集の徹底や家庭用生ごみ処理機の普及に努めてきた。その結果、ごみ収集量は平成２７年度

の４,３１４トンから令和元年度には、３，８８８トンにまで減少した。 
 ごみ処理施設としては、平成８年と９年にクリーンセンターなんとう（処理能力１５トン／

日）の焼却炉２基が整備されたのをはじめ、粗大ごみ処理施設及び最終処分場については平成

２年から稼動している。また、平成１４年には生ごみ等の有機廃棄物をコンポスト（堆肥）と

して再資源化する施設「きりはらコンポストセンター」が完成したほか、資源ごみ処理場「さ

いたエコ・センター」が整備されている。 
本町のごみ処理については処理施設等の老朽化も進んでおり、毎年工事や修繕等により維持

している。 
今後も環境保全環境法令に適合した施設等の整備を図っていくことはもとより、施設の基幹

整備による延命化を検討する必要がある。 
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■ごみ収集量の推移 
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単位：トン
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（資料：環境生活課） 

 

➍資源循環型社会の推進・啓発 
南海トラフ地震の津波浸水区域に該当する本町は、平成２３年３月１１日の東日本大震災及

び原子力発電所の事故を受け、再生可能エネルギーの導入を進めるべく、平成２６年度に「南

伊勢町バイオマス発電（メタン発酵）事業検討調査（賦存量調査）」、平成２７年度に「南伊勢

町分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン」を策定し、再生可能エネルギー

導入検討を進めてきた。 
令和２年度、当町は、７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省、環境省）の選定を受け、バイオマス産業都市として認定された。 
バイオマス産業都市構想本構想では、「南伊勢町 循環型社会形成推進地域計画」において示

す資源循環のうち、バイオマスエネルギーに関連する取組を進めることによって、（1）温室効

果ガス排出の削減、（2）地域産業の活性化、（3）エネルギー自給の向上、（4）耕作放棄地の解

消、（5）障がい者・高齢者雇用の促進、（6）災害時のエネルギーとしての活用などに通じる具

体的な事業展開を示すものとして策定している。 
現在、ごみ処理体制の見直しを受け、地域内のバイオマスを利活用した循環型社会の創出に

ついても見直しが必要となっている。 
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➎火葬場 

 本町には、昭和５８年に建設された南島火葬場と平成２９年に建設された五ケ所浦火葬場と

田曽浦火葬場を統合した南勢火葬場の２箇所がある。南島火葬場は、施設の老朽化が進んでい

るため、排煙・臭気など環境への影響に配慮しつつ稼働している。そのため、施設の再整備が

必要となっている。 
 
➏消 防 
 本町の消防体制は、地域住民による非常備消防団（９分団：団員数６１０人うち女性団員数

１５名）と広域行政のなかで組織運営されている常備消防（志摩市消防本部及び紀勢地区広域

消防組合）とで構成され、災害等から住民の生命と財産を守るための業務にあたっている。 
非常備消防は、初期消火の段階から残火処理、防災活動など広範囲にわたって重要な役割を

果たしているが、団員の高齢化と青年層の減少、若者・女性のなり手が少ないことにより、年々

団員の確保にも支障をきたしているのが現状である。また、団員の町外勤務者の割合も増加傾

向にあるため、火災発生時に勤務地から現場までの時間的な制約により、消防活動に携われな

いといった状況も生じている。 
一方、既存集落の住宅密集地内においては緊急車両の進入は不可能な状況にあり、火災時に

は十分な消化活動が阻害されるため、消火栓等の防災設備の充実や防火区画・避難場所として

の空地及び緑地の確保が課題となっている。今後も非常備消防と常備消防の相互応援態勢を図

り、消防機動力の強化、設備の充実など消防体制の整備を促進していく必要がある。 
 

➐防 災 
平成２５年１１月に「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が

「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」として改正され、対象地震

が東南海・南海地震から南海トラフ地震に拡大された。 
この特別措置法において、本町は南海トラフ地震に係る地震防災対策を推進すべき地域とし

て、「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されるとともに、南海トラフ地震に係る津波避

難対策を特別に強化すべき地域として「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」に指定さ

れた。 
このことからも、大規模地震の発生に伴う甚大な被害の発生が想定されることから、被害を

最小限に抑えるため「安全・安心」の減災対策を講じる必要がある。 
阪神・淡路大震災や東日本大震災の経験から、自衛隊や消防署などの公的機関による救急・

救助活動にも限界があることが明らかになっており、被災地域を守るのは、その地域に関わり

のある住民や企業、ボランティアの連携による救助活動はもちろん、２次避難所における資機

材整備や自らの命は自らで守るという住民意識が不可欠であると考えられるようになっている。 
現在、町内全地区に自主防災組織が結成されているが、さらに組織の強化に加え救助資機材

や食料備蓄などを推進し、住民自らが地域を守るという意識の高揚に努めながら、地域の防災
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力を高めていく必要がある。 
さらに、南伊勢町土砂災害ハザードマップを作成し、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警

戒区域を周知し、急傾斜地の崩壊や土石流等の発生により、住民等の生命または身体に危害が

生じられるおそれがあると認められる区域の啓発を行い災害情報や避難行動に役立つ情報を

提供し、防災意識の向上を図っていくことが重要がある。 
災害を未然に防止するため避難道や防災公園の整備、急傾斜地対策、治山工事、河川改修及

び砂防設備の整備推進が重要となっている。また、海岸部では、侵食のみでなく、老朽化によ

る機能低下や高潮・津波被害も懸念されている。このため、高波・高潮被害の防止や津波から

の被害軽減を図るための対策として、計画的な海岸保全事業や防潮堤などの整備が課題となっ

ている。 
 

表４－３ 消防施設及び備品の現有状況  

（令和３年度） 

施 設 ・ 備 品 消 防 団 志摩市消防本部 

南勢分署 
紀勢地区広域 
南島分署 

消防水利 

水槽付消防ポンプ自動車 ― １台 ２台 ― 

消防ポンプ自動車 ― ― ― ― 

小型動力ポンプ付積載車 ４４台 １台 ― ― 

小型動力ポンプ ２１台 ― ― ― 

高規格救急自動車 ― １台 １台 ― 

消防広報車 １台 １台 １台 ― 

防火水槽（公設） ― ― ―  ７４基 

消防井戸 ― ― ― ６ヶ所 

消火栓 ― ― ―  ９０６基 

（資料：防災安全課） 

 

➑地域生活の安全・安心確保 
 今日の「くるま社会」での交通量の増大とともに、高齢者が加害者または被害者となる交通

事故が増加するなか、本町では南伊勢町交通安全対策協議会を中心に伊勢警察者など関係機関

との連携のもと、交通安全思想の普及・交通指導・安全施設の整備などを実施してきた。今後

もこれら活動の促進を図り、意識の高揚と施設整備の両面から、交通安全体制を充実していく

必要がある。 
また近年、インターネットや携帯電話を用いた取引や新手のマルチ商法被害、昼間自宅にい

ることが多い高齢者や主婦を狙った訪問販売や悪質商法による被害やトラブル、また、多重債

務やヤミ金融の被害などが増加しているなか、新型コロナウィルス感染症に便乗した詐欺も確

認されている。安心して安全に暮らすため、消費生活に関する相談を常時受け付けており、情
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報提供、相談を行なっている。さらに、令和２年１２月に、犯罪被害者を総合的に支援できる

「犯罪被害者支援条例」を制定した。今後も住民と行政・警察が一体となり、より一層の取組

強化を図っていくことが求められる。 
 

➒公営住宅及び住宅環境 
 町営住宅は、現在１３５戸を保有しており、その多くは昭和３０年代から昭和４０年代に建

築されたもので、現在、耐震性のない老朽化した住宅の解体工事を進めている。さらに町営住

宅の多くが、財源の不足等により建替えが進まないことも課題の 1 つになっている。 
今後は、公営住宅等長寿命化計画に基づき、将来的な需要を検討しながら、既存ストックの

活用を中心に、少子高齢化社会に対応した改修やバリアフリー化への展開を図り、また高齢者

の入居希望者が増えていることに伴い、高齢者向け住宅を確保し、快適で暮らしやすい住環境

に配慮した住宅政策を進めていく必要がある。 
表４－４ 町営住宅の状況 

（令和２年４月１日現在） 
    構造  

区分 木造平屋建 簡易耐火 
平 屋 建 

簡易耐火 
二 階 建 耐火二階建 耐火三階建 

一 般 住 宅 １５戸 ２８戸 ７４戸 １４戸 ４戸 

（資料：建設課） 

 

❿公園・広場・緑地 
 本町の公園は、すべり台やブランコなどの遊具や芝生の広場等、子どもたちが安全に遊べる

場が少ないのが現状である。公園の在り方については、既存の公園の充実、新しいコミュニテ

ィの形成を図り、子どもをはじめ誰もが安全に快適に利用できることで、子育て世代の方が利

用したいと思う魅力ある公園を今後、整備する必要がある。 
  
 

（２）その対策 

➊水 道 

 ○水道施設の整備 

１，簡易水道を上水道事業に事業統合を図り、経営の健全化を基調として効率的な施設の統合

計画を推進する。また、老朽化した配水管の布設替え・給水施設及び浄水施設の更新を実

施するとともに、道路改良及び下水道工事に併せた整備に努める。また、地震等の対策と

して耐震補強整備を推進する。 
２，遠方監視装置（テレメーター）の設置により、各地に分散されている水道関連施設の集中

管理を行い、また、防災上の観点から主要幹線は耐震配水管への改良を推進する。 
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 ○生活水の供給・意識の向上 

１，安全でおいしい水の供給に向け水質管理の充実に努め、また、渇水等の水需要に対応した

安定水量の確保を図るため、新たな水源確保や高透水ゾーンの調査を促進する。 
２，水道事業に対する啓蒙・啓発活動を推進し、節水・水源確保の意識向上を働きかける。 
 ○水源の保全 

１，森林の貯留機能を強化するため、治水・治山・砂防等を推進するとともに、造林・保育を

積極的に促進する。また生活排水や農業排水の水質汚濁の防止に努め、水質の保全を図る。 
 
➋生活排水対策  

 ○生活排水対策の推進 

１，過疎地域における都市部との生活水準の格差を是正するため、住民の理解と協力を得なが

ら、地域の実情に合った生活排水処理施設の整備を計画的に推進し、生活環境の改善に努

める。 
２，水環境の汚染解消や河川・海水の汚濁防止については、家庭からの生活排水の適正な処理

方法の周知啓蒙に努め、住民の意識啓発を推し進めながら実践活動を促進する。 
 ○し尿処理の改善 

１，各関係機関と連携や調整を図り、鳥羽志勢広域連合の処理施設において適正処理を行う。

また、町内業者によるし尿・浄化槽汚泥の適正な収集、運搬を推進する。 
 
➌ごみ処理 

 ○処理体制の充実 

１，一般廃棄物の適正な収集運搬がスムーズに実施できるよう、体制整備を図り効率化する。 
２，より効率的なごみ処理を行うため、地域の実情に応じたごみステーションの適正規模や  
  整備、箇所数の検討を行う。 
 
➍資源循環型社会の推進・啓発 

１，家庭ごみの分別や排出方法等を広報誌などで周知する。 
２，環境意識の啓発やごみの分別等の徹底を行うため、生活カレンダーを作成し、各家庭に配

布する。 
３，学校での学習の取組などにより、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の意識を向

上する。 
４，さいたエコ・センターについては、ペットボトル、その他プラ、発泡スチロール等、資源

の分別・搬出により適正な再資源化処理を行う。 
５，破砕施設については、有価資源物としての分別を行い、対価取引物として搬出を促進する。 
６，コンポストセンターでは、下水処理場の汚泥や生ごみを堆肥化し再資源化を行う。 
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➎火葬場 

 ○火葬場の整備 

１，火葬場施設の適正な運用を行うため、維持管理や整備を行う。 
 
➏消 防 

 ○消防体制の充実 

１，大規模火災や林野火災、特殊火災にも対応するため、広域的な消防体制の強化に努め、消

火栓、防火水槽の計画的な整備とともに、自然水利の活用についても検討を図る。 
２，地元に密着した非常備消防による初期消火能力を充実し、常備消防との迅速な協力・連携

のもと、火災から住民の生命・財産を守り、安心して暮らせる消防体制を確立する。 
 ○消防力の強化・啓発 

１，消防団活動への新たな魅力を創出し、女性を含めた青年層の加入を促進し組織の強化を図

るとともに、事業所に対して、勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など

消防団への協力を要請する。 
２，消防団員による啓発活動として救援・救護・広報活動を行い、火災予防や防火意識の高揚

に努め、また、常備消防の指導により応急措置・手当などの救急措置技術の普及を図る。 
➐防 災 

 ○防災体制の確立・防災意識の高揚 

１，防災計画の更新や防災マップにより、避難場所・避難路の周知徹底を図る。 
２，災害などの未然防止に努めるとともに、災害発生時の迅速かつ的確な応急対策を推進する

ため、関係団体と緊密な連絡を行い、派遣・救急物資の搬入など応急体制の確立を図る。 
３，社会環境変化によって複雑化する災害形態に対応するため、平常時から防災広報・防災教

育など、住民への防災知識の普及・啓蒙活動を推進するとともに、自主防災組織の育成と

強化を図る。 
 ○災害に強いまちづくりの推進 

１，避難所、避難路などの地域防災施設の整備促進を図り、さらに防火区域・避難場所の役割

を持つ空地や緑地の整備を推進する。 
２，建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、住宅・建築物の耐震化を進める。 
○治山・治水及び海岸保全事業の推進 

１，森林の水源涵養や自然環境の保全など、公益的機能の維持増進を図り、また、山地災害が

危惧される荒廃地や山腹崩壊危険地の状況を把握し、治山・地すべり防止事業を促進する。 
２，急傾斜地崩壊危険区域指定及び予防対策の強化に努めるとともに、保安林の整備・治山ダ

ム工事などを実施し、急傾斜地の安全確保に努める。 
３，浸水などの河川災害の防止を目的とした、護岸・流路の整備などの治水事業を促進する。 
４，土砂災害から町民の生命財産を守るための対策として、急傾斜地崩壊対策事業、砂防堰堤
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の建設により土砂の流出防止に努める。 
５，町内各地区で土砂災害により被害を受けるおそれのある場所を対象とした基礎調査の実施、

土砂災害警戒区域の指定を行い、警戒区域について危険の周知・警戒避難体制の整備等の

減災対策に取組む。       
６，高波・高潮被害の防止や津波からの被害軽減を図るための対策として、海岸保全施設の整

備に努める。 
   
➑地域生活の安全及び安心確保  

 ○交通安全環境の整備と交通安全意識の啓発 

１，町民や学校等からの危険対策に対する要望も含め、通学路などの生活道路については、児

童生徒、一般歩行者や自転車利用者などの安全を確保するため、カーブミラー、歩道、横

断歩道、信号機、道路標識、区画線等、県や伊勢警察署等関係機関へ要望するなど整備を

進める。また、交通事故の多発箇所については調査・分析を行い効果的な交通安全施設の

整備を行う。 
２，南伊勢町交通安全対策協議会を主体とし、交通事故のない町を目指し、「交通事故を起こさ

ない、事故にあわない」という意識を再確認するため、警察や関係団体などと連携する。 
３，高齢者については、南伊勢町老人クラブ連合会とともに、加害者、被害者にならないため

の交通安全教室や啓発を地域ぐるみで行う。 
４，子どもたちには、交通ルールを守り、交通事故にあわないよう、交通安全啓発グッズ等の

配布や小中学校児童生徒に交通安全教室などを行い、交通安全意識を高める。 
５，運転に不安を感じている高齢者や家族のために、交通安全教室や広報を通じ運転免許返納

制度の周知を行う。 
 ○防犯意識の高揚と防犯ネットワークの構築  

１，南伊勢町生活安全推進協議会を中心に、町民・企業・役場・学校関係者等が協力し、防犯

啓発物品の配布、啓発ポスターの掲示、町の広報紙などによる啓発活動を行い、防犯意識

を高め、南伊勢町生活安全推進協議会を主体とした防犯ネットワークを構築し情報共有や

情報提供を行う。 
２，近隣の犯罪発生時案や町内で犯罪が発生した際には犯罪連鎖を抑止するため、町民に防災

行政無線等を利用し注意喚起を行う。また、犯罪を未然に防ぐために各地区において三重

県や伊勢警察署、伊勢度会地区生活安全協会と協力し防犯講演会などを開催する。 
   さらに、犯罪が発生してしまった場合も、犯罪被害者支援条例により、被害者の支援を

総合的に推進する。 
３，地域と協力しながら、青色防犯回転灯を装着した車両によるパトロールを行うため、実施

者証取得講習を行う。 
４，振り込め詐欺の被害を防止するために、文字放送・町広報紙等を活用し、繰り返し啓発を

行う。 
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 ○消費生活に関する啓発活動と消費生活相談の充実 
１，消費生活のトラブルや被害などにあわないよう、国、県、関係機関と連携し、情報の提供

や正しい知識が習得できるよう啓発活動を推進する。また、日ごろから町の広報紙などに

より啓発や情報提供等を行い、町民の意識を高める。 
２，安全で安心して暮らせるよう、国、県、消費生活センター等関係機関との連携を強化し、

情報の提供を行う。 
  

➒公営住宅及び住宅環境 

 ○良質で快適な住宅の整備 

１，若者の定住や人口の増加を促進するため、町有地の有効利用を含め良質で低廉な町営住宅

の建設を図り、入居者が快適で暮らしやすいと感じ取れる住環境の実現に努める。 
２，既設の町営住宅については、需要バランスを踏まえながら地域住宅計画、長寿命化計画に

基づきストック総合改善事業を計画的に実施し住民の生活実態に適合した整備を進める。 
 ○居住環境づくりの推進 

１，自然との調和と少子高齢社会に対応した住まいづくりを推進することにより、だれもが安

全に安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 
 
❿公園・広場・緑地 

 ○潤いと安らぎのある環境整備 

１，子どもや高齢者に潤いと安らぎを与えるため、遊具が設置された公園や広場の整備を図る。 
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（３）事 業 計 画（令和３年度～７年度） 
 
持 続 的 発 展 
施 策 区 分 

事 業 名 
（施設名） 

事 業 内 容 事業主体 備 考 

５.生活環境の整備 (1)水道施設     

上水道 

 

統合事業 

上水道整備 

（古和・栃木、新桑・

棚橋、小方・方座地

区、東奈・贄浦、中

島の慥柄浦地区、

中島、大江・道行地

区、村山・河内地区

統合） 

南伊勢町 

 

緊急遮断弁設置事業 配水池３箇所 南伊勢町  

神津佐浄水場更新事業 
浄水場施設整備一

式 
南伊勢町  

送水ポンプ施設更新事
業 

送水ポンプ施設６箇

所 
南伊勢町  

五ヶ所第１・２水源更新事
業 

水源施設更新一式 南伊勢町  

国道２６０号道路改良に
伴う船越地区配水管布
設替事業 

配水・給水施設一式 南伊勢町 
 

老朽管更新事業 

老朽管更新 

（ 宿 浦 ・ 田 曽 浦 地

区、迫間浦地区、相

賀浦地区、船越地

区、迫間浦地区） 

南伊勢町 

 

配水池更新事業 配水池設備８箇所 南伊勢町  

(2)下水処理施設     

公共下水道 

 

特定環境保全公共下
水道事業 

下水道整備 

（船越地区） 

国道 260 号道路改

良に伴う船越地区下

水道管布設替工事 

脱水機搭載移動脱

水車・汚泥運搬車更

新 

南伊勢町 

 

漁業集落排水

施設 
漁業集落排水事業 

下水道整備 

(礫浦・相賀浦・宿

浦・田曽浦地区) 

長寿命化機能保全

（宿浦・奈屋浦、東

宮 、 方 座 浦 ・ 小 方

竈） 

下水処理施設防災

対策整備 

南伊勢町 
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（３）事 業 計 画（令和３年度～７年度） 
５.生活環境の整備 

 (つづき) 
その他 

 

浄化槽市町村整備推

進事業 

高度処理型合併処

理浄化槽(５人～５０

人槽) 
南伊勢町 

 

 下水道台帳作成事業 下水道台帳作成 南伊勢町  

 

下水道・浄化槽事業公

営企業会計法的用化

事業 

 

公営企業化業務 

 

 

 

南伊勢町 

 

(3)廃棄物処理

施設 
   

 

 ごみ処理施設整備事業 

塵芥収集車整備 

焼却炉施設基幹整

備 

最終処分場整備 

コンポストセンター

整備 

南伊勢町 

 

(4)火葬場     

 火葬場整備事業 火葬場修繕・霊柩車 南伊勢町  

(5)消防施設     

 

消防自動車整備事業 

軽四小型動力ポン

プ付積載車台 
南伊勢町 

 

消防ポンプ自動車  

広報車 

資機材搬送車 

紀勢広域 

志摩消防 

 

コミュニティ消防センタ

ー建設事業 
消防詰所・車庫 南伊勢町 

 

高規格救急車等整備

事業 

高規格救急車  

水難救助車 

紀勢広域 

志摩消防 

 

(6)公営住宅     

 公営住宅建設事業 公営住宅建設 南伊勢町  

公営住宅改善事業 改善 南伊勢町  

公営住宅維持管理事業 
管理修繕 

解体撤去 
南伊勢町  
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（３）事 業 計 画（令和３年度～７年度） 
 

持 続 的 発 展 
施 策 区 分 

事 業 名 
（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考 

５.生活環境の整備 

 (つづき) 

(8)その他     

 

防災基盤整備事業 

防災公園整備 

避難路整備 

２次避難所整備 

防災通信機器整備 

南伊勢町 

 

物資拠点施設整備事
業 

物資拠点施設整備 南伊勢町  

災害対策拠点整備事
業 

車庫 南伊勢町 
 

都市公園改善事業 改善・管理修繕 南伊勢町  

公園整備事業 公園整備 南伊勢町  

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 
本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設の総

合的かつ計画的な管理・運営に関する基本的な方針との整合を図りながら過疎対策に必要な事

業を適切に実施する。 
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７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

❶児童福祉 
 近年、児童を取り巻く諸環境は大きく変化している。本町においても、過疎化・少子化の進

行により、家庭や地域における養育機能や地域活力の低下など、子どもの健やかな成長を図る

うえでの様々な影響が危惧されており、少子化対策が重要な課題となっている。また、就労環

境等の変化等に伴う保育ニーズの多様化や小学生の放課後対策など、若い世代が心身ともに健

全に成長するためには、子どもたちの交流の輪が広がる場つくりが必要となっている。 
 また、社会環境や家庭環境の変化により個別の支援が必要な子どもや、発達の過程で困り感

のある子どもが増加する傾向にあるため、乳幼児期から小・中学校、高校、就労までを途切れ

なく支援する体制作りが必要である。 
児童福祉については、町立保育所４施設（定員数２９０人）により運営が行われている。し

かし、少子化が進むとともに入所する子どもの数が減り、どの保育所においても収容定員に達

しない状態が続き、保育所在所者数は令和３年度当初で１７０人となっている。 
本町では統廃合を実施し、運営の効率化に努めているが、今後も児童数の減少が免れないこ

とや施設によっては老朽化が進んでいること、また南海トラフを震源とする地震津波災害を踏

まえれば津波浸水区域に立地する保育所もあり、安心安全を確保し、健全な保育を図るうえで、

統廃合を含め、保育所のあり方が課題となっている。 
また、子ども子育て支援法の施行に伴い、保育所には「保育の必要性」に基づいて保育を必

要とするこどもを保護者に代わって保育する児童福祉施設として、延長保育・一時預かり事業・

特定保育など、きめ細やかな保育サービスが求められている。今後は、保育所における保育の

体制の充実を図り、保育時間延長や休日の保育のあり方などを検討する必要がある。 
さらに、子育て家庭が地域で孤立することなく、安心して子育てができるよう乳幼児のふれ

あいはもとより保護者どうしの交流の場として子育て支援センターの充実、医療の確保など、

仕事と生活の調和に向けた取組や地域全体で子どもと子育て家庭を支援するしくみづくりを

積極的に取り組んでいく必要がある。 
 

表５－１ 保育所数と在所者数の推移 

（単位：所、人） 

区 分 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

保育所 所在者 保育所 所在者 保育所 所在者 保育所 所在者 

児童施設 ６ １９３ ４ １７６ ４ １７８ ４ １７０ 

（資料：子育て・福祉課） 

➋高齢者福祉 

本町は、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、２０４５年には２０１５年の
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人口から約３割程度となってしまうという想定がされている。６５歳以上の人口は６，２５５

人（令和２年３月３１日現在の住民基本台帳）となっており、高齢化率については５１．１％

と県内でトップとなっている。さらに、後期高齢者については、３，９６７人（３２．４％）

に達しており、実に町民の約３人に１人が７５歳以上の高齢者という超高齢社会となってい

る。 
また、高齢者の単身世帯、高齢者夫婦世帯の割合が平成１２年から平成２７年にかけて増加

している。平成２７年をみると、高齢者の単身世帯は１，２１０世帯（平成２７年国勢調査）

で６５歳以上の高齢者がいる世帯に占める割合は３０．２％、いずれかが６５歳以上の高齢者

夫婦世帯は１，３０４世帯（平成２７年国勢調査）で６５歳以上の高齢者がいる世帯に占める

割合は３２．５％となっている。 

このようななか、令和元年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、要支援・

要介護認定者の家族構成について、「１人暮らし」、「夫婦２人暮らし（配偶者６５歳以上）」の

割合が２７．７％と最も高く、次いで、「息子・娘との２世帯」の割合が１７．６％となってい

る。住み慣れた地域で介護サービスの必要な人が暮らし続けるためには、身近な地域でサービ

スの提供が受けられることが必要である。特に、高齢者の単身世帯や高齢者のみ世帯、認知症

高齢者の増加に伴い、地域に根ざしたサービスの提供が求められている。 
要支援・要介護認定者では、「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」の割合

が１７．８％となっている。このことからも、医療や介護に携わる多職種の連携、包括的かつ

継続的な在宅医療と介護の連携について、さらなる推進や充実を図る必要があり、高齢者や介

護を行う家族の方などに在宅医療や介護についての普及啓発を図っていくことも重要となっ

てきている。 
平成１２年より始動した公的介護保険も２２年目を迎え、長期的視野に立った予防重視型の

施策展開を図るため、地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを行い、介護

保険制度の要支援者と介護保険対象外の特定高齢者に対し、それぞれ予防給付と地域支援事業

における介護予防事業を提供し、状態の改善・予防が図られるようになった。 
本町においては、高齢化率が５０％を超え、要介護認定率が高くなる後期高齢者が増加して

おり、今後、支援が必要な高齢者が増加するのに対し、高齢者を支える担い手の減少が予測さ

れている。そのようななか、健康寿命の延伸等、地域で活躍する元気な高齢者の増加のため、

介護予防の充実を図る必要がある。また、本町では、地域のつながりや支え合いにより、支援

が必要な高齢者の見守りができており、今後も、地域コミュニティづくりを維持していくとと

もに、引き続き、住民主体の通いの場の確保を推進しつつ、地域のつながりの強化を図ること

が必要となっている。 
 現在、介護保険の効率的かつ公正な運営を図るべく、度会広域連合及び町が中心となり広域

的な取組、並びに介護給付が適正に給付されるよう、地域支援事業の任意事業である介護給付

費適正化事業を行っているが、地域サービス・保険料・認定業務などに多くの課題が表面化し

ている。従って、これらを踏まえ次の５ヵ年においては、地域包括ケアシステムの構築、また
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高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ち安心して暮らせる地域づくりや高齢者自らが活動

する拠点整備や訪問・通い・宿泊など高齢者や介護する家族のニーズに合わせて利用が可能な

小規模多機能居宅介護など介護保険施設等の整備拡充を図っていく必要がある。 
 

 表５－２ 高齢者の人口構成と推移  

（単位：人） 

区 分 平成 ７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年 

総 人 口 １９，６７３ １８，２３５ １６，６８７ １４，７９１ １２，７８８ １２，２３４ 

６５歳～６９歳 １，７４８ １，７９２ １，６４０ １，４６１ １，２７１ １，０６３ 

７０歳～７４歳 １，２２２ １，５８１ １，６６４ １，５４４ １，３６５ １，２２５ 

７５歳以上 １，９８３ ２，３０２ ２，９４０ ３，３８２ ３，６４２ ３，９６７ 

６５歳以上 ４，９５３ ５，６７５ ６，２４４ ６，３８７ ６，２７８ ６，２５５ 

（資料：平成７年～平成２７年は国勢調査、令和２年は３月３１日現在の住民基本台帳） 

  
 高齢者等の保健福祉ニーズが複雑かつ多様化するなか、各種の相談に対して迅速かつ総合的

に対応するために、地域包括支援センターが中心となり、高齢者が保健・医療・福祉・介護保

険サービスを総合的に受けることが出来るよう調整を行い、適切に問題を解決する仕組みが必

要であり、今後も各関係機関の更なる連携強化を図る必要があるとともに、介護サービス事業

所に対し、町内において深刻化する介護人材不足への支援を図る必要がある。 
また、高齢者福祉サービスの充実とともに、生きがいのある老後としていくためには、知識

や経験を活かした働き場の確保による生活が大切であり、健康維持のためのスポーツの推進と、

趣味・学習活動のできる環境づくりが必要である。さらに、意欲的な高齢者に対しては、交流

事業や地域での奉仕活動へ参画してもらうなど、豊かな長寿社会づくりに向けて積極的に社会

参加できる条件整備に努めていかなければならない。 
 

➌母子・父子福祉 
 母子・父子世帯は、令和３年４月現在７３世帯となっている。これらの世帯では、経済的に

も精神的にも不安定な状態が多く、家庭や職場・子どもの教育・進学・就職など様々な悩みを

抱えている。こうした悩みを解決できる相談窓口の充実や医療の確保、指導・支援等が受けら

れる制度の活用と支援組織の強化を図る必要がある。 
 

表５－３ 一人親件数の推移 

（単位：所、人） 

区 分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

一人親件数 １１２ １００ ８１ ７３ 

（資料：税務住民課） 
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➍障がい者福祉 
 災害や事故の増加、疾病構造の変化等により身体障がい者は年々増加傾向にあり、令和３年

４月現在、当町における身体障害者手帳交付者数は１，００６人、療育手帳交付者数は１３９

人、精神保健福祉手帳の交付者数は８４人である。身体障害者手帳交付者数については、緩や

かな減少傾向で推移し、高齢者が多いという傾向にある。また精神障害者保健福祉手帳の交付

者は毎年度９０人前後で推移している。 
 障がい者福祉においては、障がい者総合支援法の施行に伴い「リハビリテーション」と「ノ

ーマライゼーション」を理念として障がい者の社会参加の促進と自立に向けた地域基盤の整備

が進められているところである。障がいのある人もそうでない人も、お互いの人権を尊重し、

偏見を持つことなく共存できる地域社会を創ることを理念に掲げているが、障がい者の身体

的・経済的・社会的ハンディキャップに対して、周辺の見識や理解がまだ不足している。また

高齢化に伴い、自立に向けた社会参加が難しい状況にある。 
障がい者福祉サービスについては、平成１５年４月に従来の措置制度から支援費制度へ移行

され、利用者とサービス提供者が対等な立場に基づき、障がい者自らがサービスを選択し、契

約によりサービスを利用する「支援費制度」は障がい福祉サービスの利用に大きな変化をもた

らした。サービス提供のあり方が利用者の選択による「契約」に変更となったことで、自己決

定や利用者本位という考え方が明確になった。 
しかし、支援費制度では、地方公共団体間でサービス決定の基準がまちまちだったため、サ

ービスの提供について、地方公共団体間に格差が生じたことや、精神障がい者が制度の対象外

であること等の課題があった。これらの課題に対応するため、平成１８年４月に障害者自立支

援法によるサービスの提供が始まった。障害者自立支援法では、サービスの提供に関する事務

を市町村に一元化し、それまで対象外であった精神障がい者も含めてサービス体系の再編が行

われた。平成２４年には障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正され、また障害者差別解

消法も新たに制定された。 
 当町では障害者総合支援法に基づき、自立支援給付等を円滑に推進していくため、障がい福

祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保を明確にし、平成３０年度から令

和５年度までを計画期間として「南伊勢町第３期障がい者基本計画」を策定するとともに、平

成３０年度から令和２年度までを計画期間とした｢南伊勢町第５期障がい福祉計画｣、「南伊勢

町第１期障がい児福祉計画」及び令和３年度から５年度を計画期間とした「第６期障がい福祉

計画」、「第２期障がい児福祉計画」を策定した。 
 「誰もが住み慣れた地域で、豊かに安心して暮らせるまちづくり」を基本的な考え方とし、

この第６期障がい福祉計画においては障がい者の地域における暮らしの場や日中活動の場の

確保、相談支援の充実を図るとともに障がい者虐待の防止にも努めることとしている。 
 障がいのある人の地域での自立した生活を支援するために、医療提供体制の確保や相談支援

体制の整備が図られ、商工会、学校、障がいのある人の団体などの身近な地域の関係者が協議

する場として、平成２１年度から設置している地域自立支援協議会は、必要に応じて部会を設



 
７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

 - 63 -

置するなどし、関係機関による協議を進め、障がい者が地域で充実した生活を営めるよう、地

域の支援システムの強化を目指している。 
 
➎保健対策 
健康の維持・増進のために疾病の早期発見を目的に実施してきた保健事業について、平成２

０年度からは健康増進法のもと、健康づくりや疾病予防に重点をおき推進しているが、平成２

７年から１０年間を計画期間とした「町民健康づくり計画」を策定し、町民誰もが病気になら

ないよう健康的な習慣を身につけ心身ともに健康で元気に暮らせるまちづくりを進めている

ところである。計画の中間期にあたる平成 30 年度には、アンケート調査を実施し、中間評価

を行った。 
調査の結果から、1 日 30 分以上の運動習慣について、「している。」と回答した方は全体の

27％と低く、加えて、健康診査やがん検診、予防接種の受診率は向上しているものの、まだま

だ低い状況であることから健康管理意識の向上が必要である。生活習慣病においては、治療を

すでに受けている方が少なくないと見られることで、病気の重篤化や合併症が懸念される。ま

た、医療機関の受診率が高く医療費の高騰が問題となっているため、生活習慣病をはじめとす

る予防について正しい知識の普及啓発を行い、住民の健康に対する認識を高めていく施策の強

化が必要である。 
特に、日々の運動習慣を健康管理に対する意識付けのための取組を重視し、誰もが楽しく、

意欲的に取り組めるよう、「健康マイレージ」や健康アプリ「プラスたいみ～」を活用し推進す

る必要がある。 
  一方、近年出産を望みながら不妊に悩む夫婦の増加傾向が指摘されるため、不妊治療を希望

する当事者に対して精神的な支援はもとより有効な経済的支援が必要である。 
  また、平成 28 年に改正された自殺対策基本法に基づき、自殺対策は、「南伊勢町健康づくり

計画」の評価結果をもとに、さらに健康づくりを推進し、「こころも身体も元気いっぱいみなみ

いせ」を合言葉に、豊かな人生を目指した健康づくりを展開していく必要がある。 
 

（２）その対策 

❶児童福祉 

 ○安心安全で健全な子育て環境づくり 

１，子どもを安心して生み育てられるよう、妊娠・出産期から乳幼児期、思春期に至る途切れ

の無い母子保健サービスや医療体制の充実に努めるとともに、子育て家庭の経済的負担の

軽減を図るための取組を進める。 
２，地域のみんなが、子どもや子育て家庭の育成を支援できるよう、子育て支援センターや保

育所・学校・関係機関と協力して子どもの健やかな成長をバックアップできるような仕組

みづくりに努める。 
３，保育所施設は安全で効率的な運営を目指して統廃合及び高台移転についての検討を行い、
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南勢地区の保育所施設を１園に統合する施設整備を行うとともに南島地区の津波浸水区

域に立地する保育所の高台移転を行う。実情に合った配置を進めるとともに、老朽化した

施設の改修や遊具の整備を促進する。また、統廃合により遠距離通園となる園児のために

通園バスを運行し、安全性の確保と保護者の負担軽減を図る。 
４，働きながら子どもを育てている人のために、多様で弾力的な保育サービスの充実を図る。 
 ○途切れのない支援体制作り 

１，児童虐待の防止、要保護児童生徒対策の充実や、発達支援の拡充に努める。 
○就労環境及び交流づくり 

１，女性の社会進出や就労形態に対応し、子育てと仕事の両立を支援するため、育児休暇制度

の推進や労働時間の短縮を事業所に働きかけるなど、育児を支える環境づくりを進める。 
２，開かれた保育事業を推進していくため、老人福祉施設訪問などの世代間交流や地域におけ

る異年齢児交流・郷土文化伝承活動を進め、地域における集いの広場の創出に努める。 

 

➋高齢者福祉 

 ○保健サービス整備・充実 

１，高齢者が要支援・要介護状態となることの予防、またはその悪化の防止を目的として、全

高齢者等を対象とした健康管理や健康教育、あるいは各種の介護予防事業を通じて正しい

知識の普及・啓発を実施し、また、地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・

支援の実施を図る。 
２，高齢者の単身世帯や高齢者のみ世帯における緊急事態に迅速に対応するため、医療情報キ

ットなど見守りキットの活用や緊急通報装置の設置に努める。 
○高齢者を支える地域づくり 

１，高齢者一人ひとりが地域のなかで支え合いながら共に暮らせるよう、閉じこもり防止に資

する地域ケア体制を確立し、積極的に社会参加へと向かう意欲の高揚と実践を図る。 
２，住民との協働による地域づくりを進めるため、福祉ボランティアなどの活動を積極的に支

援する。また、町社会福祉協議会などの民間事業者による配食・買物等の福祉サービスの

事業化支援を推進し、多様化・高度化する利用者要求に対応していく。 
３，活力ある長寿社会を築いていくための生きがい対策として、豊かな経験・技能・知識を活

かせるシルバー人材センターの充実や、趣味・レクリエーションの場の提供を図る。 
４，住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを目指し、災害時、緊急時だけでなく平常

時から支援体制を確立できるよう、住民情報統合システム等を活用した町立南伊勢病院、

町社会福祉協議会などの関係機関との情報共有や、支援者名簿等を活用した民生児童委員

や区などの地区組織との情報共有を行うなど、見守り体制の強化に努める。 
  また、必要な人に必要な支援が提供できるよう、町民包括評価を実施し、地域課題、健康

状態の把握を行い、施策の効果判定や立案、検討を行う。 
５, 高齢者の「健康寿命」を延伸するためにも、壮年期からの健康づくりに関する正しい知識
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の普及・啓発活動を継続していくとともに「元気な高齢者づくり」を目標として、その実

現に向けて、健康の維持・増進のための各種支援施策の充実を図る。 
 ○介護保険事業の充実・周知 

１，介護保険制度に基づき、要介護者等に対してきめ細やかなサービスと、在宅の虚弱高齢者

や家族の要求の把握に努め、適正で効果的な在宅福祉の充実に努める。 
２，地域包括支援センターなどを中心に、総合的な保健・医療・福祉サービスの連携体制を整

えるため、ＩＣＴを活用した介護医療連携体制整備に努めるとともに、デイサービスセン

ターや特別養護老人ホームなどの老人福祉施設の増設や介護職員の増員を図るなど、地域

格差のない整備を促進する。 
３，介護保険事業の安定運営と制度の周知徹底を進める一方、度会広域連合との連携を図りな

がら介護認定の平準化に努める。 
４，町内において介護職員初任者研修を開催したり、町内の介護保険サービス事業所に就職す

る介護職員に奨励金を交付したりすることなどにより、介護施設における介護職員不足の

解消を図り、介護保険サービス事業所の人材確保等に向けての支援に努める。 
 
➌母子・父子福祉 

 ○支援体制の充実 

１，母子・父子家庭の自立を助成し就労の安定を図るため、生活上の諸問題に対して相談員と

の連携を図り、医療体制の充実に努め、適切な助言・指導を行うとともに、母子福祉資金

制度など支援策の活用を図る。父子家庭については相談活動を強化し、実態に即した援助

方法の展開に努める。また、子どもの居場所作りなど子育て対策を併せて検討する。 
 
➍障がい者福祉 

 ○福祉サービスの整備 

１，医療機関との連携を図り、乳幼児健康診査などによる疾病の早期発見や障がい児の保護者

に対する支援体制の整備に努める一方、先天的・後天的両面からも幅広い取組を行い、医

療体制の充実に努める。 
２，障がい者の社会参加の促進、交流の場づくりと自立に向けた支援を積極的に推進するため、

地域の支援団体の育成、「手をつなぐ親の会」や「身体障がい者福祉会」などの組織の活性

化を図るとともに、ひとりひとりの地域における活動を支援する。 
３，地域での自立した生活を支援するため、障害者総合支援法に基づき在宅や日中活動に関す

る障害福祉サービスの充実に努めるほか、相談支援体制の充実や地域生活拠点支援等の整

備を行う。 
○就労の場及び暮らしの場の確保 

１，地域社会において障がい者の就労の場の確保や、社会参加の促進のため就労継続支援事業

所などに対する整備・運営の支援を行う。企業等に対しては、障がい者雇用についての理
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解を促し、雇用の拡大と障がい者が働きやすい環境を整えていくことを求めていく。 
２，障がい者が地域で暮らし続けるため、地域生活支援拠点の整備やグループホーム、生活介

護等の障害者福祉施設の整備を促進する。 
 

○啓発活動の推進 
１，障がい者に対する認識や理解を深めるため、関係機関と協力し地域が一体となった住民参

加による講演会や研修会等を開催し、意識の普及・高揚に努める。 
○ユニバーサルデザインの推進 

１，バリアフリー化を進め、「どこでも、だれでも、自由に使いやすく」というユニバーサルデ

ザインの考えに基づいた、だれもが利用しやすい施設等の整備を行う。また、ハード面だ

けでなく、情報のバリアフリーや、バリアフリー化の促進に住民の理解や協力を求める「心

のバリアフリー」等、すべての分野でのバリアフリーの推進に努める。 
➎保健対策 

 ○健やかな生涯がおくれる支援の充実 

１，地域住民の疾病予防と健康の維持・増進を図るために、住民への情報提供や啓発活動を効

果的に行い健康管理意識を育てるとともに、予防医療、予防介護に努める。 
２，健康づくり推進員や食生活改善推進員による講習会の開催など地域活動を支援し、運動・

食生活等の生活習慣の改善を図るなど、地域ぐるみで保健予防活動を展開する。 
３, 運動習慣等の意識づけと、健康管理を楽しく意欲的に取り組んでいただけるよう、「健康マ

イレージ」や健康アプリ「プラスたいみ～」を活用し推進していく。 
４, 健康教育・健康相談などにより、健康づくり事業をさらに推進するとともに、保健所等と

の情報ネットワークを活用するなど、健康に関する適切な情報を提供する。また、各種健

(検)診や人間ドックの受診を勧奨し、疾病の早期発見に努める。 
５, 特定健診の受診率を向上させるため、未受診者へ受診勧奨通知を送付し健康に対する認識

の高揚に努める。また、受診者のうち特定保健指導の対象者に対して積極的に働きかけ、

メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防と改善に努める。 
 
６, 子どもが欲しいものの不妊に悩む夫婦が希望する治療を受けられるよう有効な経済的支援

を実施する。 
７, 自殺対策は、「南伊勢町健康づくり計画」の評価結果をもとに、さらに健康づくりを推進し、

「こころも身体も元気いっぱいみなみいせ」を合言葉に、豊かな人生を目指した健康づく

りを展開していく。 
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（３）事 業 計 画 （令和３年度～７年度） 
 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 
本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設の総合

的かつ計画的な管理・運営に関する基本的な方針との整合を図りながら過疎対策に必要な事業

を適切に実施する。 

持 続 的 発 展 
施 策 区 分 

事 業 名 
（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考 

６．子育て環境の
確保、高齢者等
の保健及び福祉
の向上及び増進 

(1)児童福祉 
施設 

    

保育所 

統合保育所整備事業 
統合保育所整備 

子育て支援センター

整備 

南伊勢町  

保育所整備事業 保育所整備 南伊勢町  

保育所施設修繕 保育所施設修繕 南伊勢町  

(3)高齢者福祉 
施設 

    

その他 

小規模多機能居宅介
護事業所整備事業 

小規模多機能居宅

介護事業所整備 

（地域密着型） 

事業者 補助金 

地域包括ケア施設整
備事業 

地域住民の交流拠

点整備 
事業者 補助金 

(5)障害者福祉 
施設 

    

障害者支援 
施設 

障害者福祉施設整備
事業 

障害者福祉施設整

備 

事業者 
南伊勢町 

補助金 
 

(9)その他     

放課後児童クラ
ブ 

放課後児童クラブ修繕 
放課後児童クラブ修

繕 
南伊勢町  
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８．医療の確保 

（１）現況と問題点 

➊医療の確保 

南伊勢町の令和３年３月３１日現在の総人口は１１，８６９人（住民基本台帳データに

もとづく）であり、今後５年ごとに１５％を超える人口が減少し、２０３０年には高齢化

率 60％を超えると予想されている。高齢者人口はすでに減少に転じており、その点から町

内の医療需要・介護需要は縮小が予測される。しかしながら、多くの高齢者が何らかの病

気を抱えて生活している状況を鑑みると町民の生活の安心を支えるためには医療の確保が

必須である。 
また「高齢者の一人世帯」や「高齢者のみ世帯」が多く、高齢者を家族や親せきである

高齢者が支えているというような町民の生活実態からは、当町において必要となる医療

は、医療だけでなく介護や生活支援とともに提供される地域包括ケア（地域医療・ケア）

のしくみの中核をなすものであると考えられる。 
そのことから、地元かかりつけ医の必要性の増加、それを受け持つ地元開業医自身の高

齢化及び後継者不足が大きな課題である。町全域の外来機能を長期的に安定させるには、

町立南伊勢病院と南島メディカルセンターの公的医療機関で町全体の医療をフォローする

体制を整備していく必要があり、そのため、医師、看護師、医療スタッフの確保について

は、関係する機関が協力して取り組む必要がある。 
 町内には病院１（町立南伊勢病院）・診療所４（有床診療所１、無床診療所３）・歯科診療所

４ヶ所がある。診療科目は、町立病院が内科・脳神経内科・外科・整形外科・皮膚科・眼科・

小児科、有床診療所である南島メディカルセンターは内科・整形外科・眼科・脳神経内科・泌

尿器科・外科・消化器内科（内視鏡）、他の３ヶ所の診療所は、内科・循環器科・整形外科・リ

ハビリテーション科等が主な診療科目となっている。入院は町立南伊勢病院が一般病床５０床、

南島メディカルセンターが１５床で両施設とも訪問看護ステーションを併設している。これま

で、医療施設や設備の老朽化に悩まされてきたが、令和元年１１月に町立南伊勢病院が新築さ

れ、住民の健康維持・介護を含めた医療の充実に努めている。また、新たな課題として新型コ

ロナウイルス対策の強化も必要となっている。 
 国民健康保険制度は、高齢化社会の進行に伴い重要な役割を果たしている。しかし、制度を

取り巻く情勢は、高齢者や低所得者層が増加するなか、県平均を大きく上回る医療費によって、

その事業運営は厳しい状況に置かれている。このため、疾病の早期発見・早期治療や医療費の

適用適正化対策・被保険者の健康づくり事業を強力に推進していく必要がある。 
 疾病構造は、近年の急激な社会変化と人口の高齢化により、悪性新生物（がん）・心臓病・脳

卒中・糖尿病等の慢性疾患が増えている。こうした疾病構造の変化や医療技術の進歩に伴い医

療費の増加が著しいものとなっている。 
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表６－１ 主要死因別死亡者の推移 

（単位：人、％） 

年 
疾病名 

平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年度 

死亡者数 割 合 死亡者数 割 合 死亡者数 割 合 死亡者数 割 合 死亡者数 割 合 

悪性新生物 ６６ ２２．８ ６１ ２２．２ ６５ ２６．８ ６９ ２５．２ ５４ １９．９ 

心 疾 患 ５６ １９．３ ４３ １５．６ ３７ １５．２ ４７ １７．２ ５０ １８．４ 

脳血管疾患 ２２ ７．６ ３５ １２．７ ２１ ８．６ ２１ ７．６ ２８ １０．３ 

そ の 他 １４６ ５０．３ １３５ ４９．２ １１９ ４９．１ １３６ ４９．８ １３９ ５１．２ 

（資料：三重県市町村累年統計表） 

 
健康づくりは、日常からの規則正しい生活習慣が疾病予防・健康増進へと向かう大きな要素

である。このため、子どもから高齢者まで、それぞれの段階に応じた生涯健康づくりへの支援

が求められている。 
健康アプリ「プラスたいみ～」の活用により、健康ポイントを貯めることで、楽しく、意欲

的に健康づくりができるよう、健康ポイントには各種健診・人間ドック等もポイント加算する

ことにより、受診率の向上を図る。 
今後、住民の医療に対する要望が多様化・高度化していくなかで、地域と患者の実情に応じ

た医療が受けられるよう地域医療の充実を図るとともに、総合的な医療施設との連携による広

域医療体制の整備を進めていく必要がある。さらに、情報通信システムの積極的な活用、保健

や福祉との複合的な連携の推進など、誰もが安心して生活できる医療環境を整えていかなけれ

ばならない。 
 

（２）その対策 

➊医療の確保 
 ○医療体制の充実 

１，町立南伊勢病院の各診療科のサービスの向上と業務の効率化に努め、三重県や三重大学医

学部附属病院との連携強化のもと、医師の完全常勤化と広域的な緊急医療体制の充実を図

る。 
２，特定地域診療支援システムの整備運用により、三重大学医学部附属病院や伊勢赤十字病院・

県立志摩病院など、後方病院との連携強化に努める。 
３，高齢化率が県内で最も高い当町では、高齢化社会の先進地を目指した地域医療を考え、医

療・保健・福祉・介護を必要な時に必要に応じて提供する「地域包括ケアシステム」の深

化に取り組むとともに、町内全体の医師、看護師、介護士の確保対策や連携について検討

し、町立南伊勢病院を南伊勢町地域包括ケアシステムの拠点施設として位置づけ、整備を

推進する。 
４，ＩＣＴを活用した医療連携や医療介護連携の体制整備に努める。 
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５，公設民営の南島メディカルセンターの医療・介護機能を活用し、地域医療を確保する。 
 
（３）事 業 計 画 （令和３年度 ～ 令和７年度） 

 
持 続 的 発 展 
施 策 区 分  

事 業 名 
（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考 

７．医療の確保 (1)診療施設     

 
病院 病院施設整備事業 医療施設整備 南伊勢町  

その他 医療機器整備事業 医療機器整備 南伊勢町  
 
 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 
本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設の総

合的かつ計画的な管理・運営に関する基本的な方針との整合を図りながら過疎対策に必要な事

業を適切に実施する。 
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９．教育の振興 

（１）現況と問題点 

➊幼児教育 

 幼児期は、人間形成の基礎部分を培うための極めて重要な時期にあたる。従って、この時期

の教育は、地域社会・家庭・保育所が密接な連携を取りながら、一人ひとりの望ましい発達を

促していくことが大切である。 
 しかしながら、少子化・高齢化・過疎化等の社会環境変化に加え、核家族化と女性の社会進

出による家庭形態の変化が、幼児を育む環境を大きく変革している。少子化による影響は、幼

児相互のふれあいの減少・集団生活における適応への懸念など、幼児が成長発達していく段階

で直接体験し、体感することにより多くを学び、人間形成の糧となるべき重要な部分が得られ

にくい状況を生み出している。また、核家族化の進行は、高齢者との接触の欠乏により幼児の

みならず、家族の中での思いやりの心を育むことに多少なりとも不安の影を落としている。 
幼児期の教育のあり方は若者の積極的な定住促進や地域活性化とも深く関わりを持ってお

り、就学前の幼児を対象としていることを踏まえつつ、幼児教育の機能を担う施設の役割分担

と融合性といった独自の環境の充実を図らなければならない。そのために、幼児期における学

びの芽生えと生きる力を育むための幼児教育を町立保育所において実施していく必要があり、

知力、体力、英語力の向上に関する取組を実施する中で、子どもの心身の健やかな成長を促す

とともに保育の質の向上を目指していく。 
また、幼児期の家庭教育・地域社会における教育については、その重要性を見つめ直し考え

る機会の提供や体験活動の場の創出など、地域で子どもを育てる環境の整備が必要である。 
 
➋小学校教育・中学校教育 

 本町には小学校３校と中学校２校があり、小学校は２７０人（２０クラス）の児童が、また、

中学校では１７１人（９クラス）の生徒が学んでおり、南勢中学校では県立南伊勢高等学校南

勢校舎との連携を密にした連携型中高一貫教育を実施している。施設の老朽化と児童生徒の減

少に伴い、小学校が平成１５年度、１９年度、２６年度に、中学校が平成１７年度、２６年度

に統合されたが、現在も児童生徒の減少が進んでいる。小学校では、複式学級や欠学年があり、

児童が集団の中で多様な考えに触れ協力し合うような学びの場が少なく、教育効果の向上や児

童の学校生活を充実させるためにも、統合を検討していく必要がある。一方、学力向上やふる

さと教育・防災教育の充実等の今日的課題に対応するため、加配などの人的配置を必要として

おり、さらにより良い教育環境を整備することが求められている。 
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表７－１ 児童生徒数の推移及び学級の状況 

 

（単位：人、学級） 

区 分 
児 童 生 徒 数 令和２年度 学級数 

平成２３年度 平成２６年度 平成２９年度 令和２年度 普通 特別支援 

小学校 ５３３ ３９２ ３２２ ２７０ １６ ４ 

中学校 ３６１ ３００ １９６ １７１ ６ ３ 

合 計 ８９４ ６９２ ５１８ ４４１ ２２ ７ 

（資料：学校基本調査） 
■学齢児童生徒数の変遷（教委年度別児童生徒数調べ：令和 2 年時点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（資料：教育委員会） 

 
本町では、児童生徒の個性と能力を伸ばし、たくましく今を生き明日を拓く子どもの育成を

目指しているが、将来人口予測が示すように、今後も減少が続くものと見込まれることから、

教育内容の一層の充実、とりわけふるさと教育の取組が重要となる。 
心の教育も積極的に実施されており、家庭や地域社会で子どもたちが、ボランティア活動な

どの社会奉仕や自然体験・文化・スポーツ等、様々な実活動・実体験を行うことが必要とされ

ている。初等中等教育の一層の充実を図るため、国においても「確かな学力」や「豊かな心」、

健康・体力などの「生きる力」を育む教育を目指した施策が取り組まれている。また、環境教

育の推進、豊かな科学的素養の育成、学校図書館の充実や読書活動の推進などに加え、暴力行

為、いじめ、不登校等の解消を目的とした施策の総合的な推進も図られている。 

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
7歳～12歳 340 322 303 297 270 259 266 257 255 238

13歳～15歳 236 196 172 166 171 165 144 138 126 148
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こうした状況を踏まえ、今後の教育は学力の向上はもとより、情操豊かで創造性と個性を培

う教育、地域に根ざした伝統・文化・産業などの理解を深めるふるさと教育、人間尊重の精神

と生命に対する畏敬の念を養う道徳教育が、その重要性を帯びている。また、高度情報化社会

に対応し、情報を正しく活用する能力の育成を図るため、情報教育を進めていく必要があるが、

インターネットやＳＮＳ等が児童生徒の生活に普及している現状を踏まえ、氾濫する情報に関

して的確に判断し行動できる能力を育成していくことも重要である。 
生活環境の多様化、情報社会の到来などにより、教育の環境も大きく変化しているなか、学

校教育と家庭教育は密接に連携していかなければならないことから、学校と家庭、そして地域

の協力体制の確立が求められる。 
郷土への理解と愛着を深める教育を進めるため、地域で活躍する町民を特別講師などとして

招いて授業や学校行事を行うなど、南伊勢町の特徴ある歴史や自然を学ぶとともに、命の尊さ、

自然の大切さなどの体験学習の充実を図る必要がある。 
 

➌高等学校教育 

 本町における高等学校は、全日制、普通科の県立南伊勢高等学校南勢校舎がある。高等学校

は、若者の定着を促すとともに地域の活力を担うものとして重要であり、生徒一人ひとりに合

った指導を行っているが、やはり少子化等により生徒数の減少が続き、高等学校教育の土台が

揺るがされかねない状況になっている。南伊勢高校南勢校舎では、小規模高校の特性を活かし、

地域に密着した活動を重視し、特色ある取組を実施しているところである。平成２６年度に「南

伊勢高校南勢校舎活性化協議会」を発足させ、学校に対する支援をしているが、今後、これま

での中高一貫教育の検証を行い、発展的な視点で新たなシステムの導入を検討することが必要

である。 
 

➍人権教育・人権啓発 

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、

個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。本町では、平成２２年

３月に制定の「人権が尊重される南伊勢町をつくる条例」に基づき、人権が尊重される、明る

く住みよい社会の実現を目指し、人権教育や人権啓発の推進など様々な取組を進めている。い

じめやあらゆる対象者への差別・偏見、児童・高齢者、障がい者への虐待に加え、新たにイン

ターネット上や新型コロナウィルス感染についての誹謗中傷なども人権課題としてとらえ、早

期発見・早期対応のため地域における支援体制を強化推進するとともに、現実に発生していな

いか注視する。平成３０年に改訂した「第二次 南伊勢町人権施策基本方針」に基づき、あらゆ

る差別を解消し、町民の基本的人権が守られる社会を実現するため、地域社会、学校及び企業

等における人権教育の施策を展開し、評価、改善し、また、様々な機会をとらえた啓発活動に

ついて関係機関、組織等と連携し、積極的に取り組む必要がある。 
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➎社会教育 

人口の減少や少子高齢化の進展に伴い当町の人口構成比が偏向してゆく一方で、情報化や

産業構造の変化等により価値観の多様化が進んでいる。 
これらの地域社会の構成要素が変わりつつあるなかにおいても、だれもが学ぶことがで

き、学びの成果を活かした地域づくりに参加できる機会は、町民が生涯を通じて健康で生き

がいを持って暮らしてゆくために必要である。 
現在は、社会教育による学習の機会として、町民文化会館とふれあいセンターなんとうを

はじめ、公民館や教育集会所等においても、住民が個性を活かして楽しく学習できるよう、

各種講座や学びあいの場がある。また、学校の長期休暇を利用した青少年向けの体験学習会

が毎年開催されてきた。 
この状況を発展的に継続させてゆくためには、今後も社会教育による学習の推進、社会教

育による学習内容の充実、指導者の育成、社会教育施設の整備・充実を図っていく必要があ

る。 
また、コロナ禍においては、従来のような大規模な講演会や対面での学びの機会を作りにくい

状況のなかにあっても、学びをやめず、人のつながりを持続してゆけるような配慮や、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に伴い提唱されている新しい生活様式の普及に伴い、開催方法等に

も対応が必要である。 
 

➏社会体育・スポーツの振興 

 社会的な余暇時間の増大と高齢化時代を迎え、明るく豊かな生活を送るため、人々が健康に

対する意識を強める反面、人口の減少に伴いスポーツ人口も伸び悩む傾向にあるとともに、ス

ポーツをする人、しない人の二極化が各世代ですすんでいる。また本町ではグラウンド・体育

館・剣道場などが整備されているが、施設の老朽化が進み、今後の維持管理の面において多く

の課題がある。 
 住民の誰もが生涯のライフステージにおいて、何時でも・何処でもスポーツに親しむことの

できる生涯スポーツの推進は、生きがいのある生活と青少年の非行防止、活力あるまちづくり

などにとって大きな意義があるとともに、高齢者・障がい者の健康保持は生涯スポーツに期待

するところが大である。 
こうした現状を考慮し、老若男女を問わずスポーツに参加しやすい環境を整えるため民間団

体等・各種スポーツ活動団体の連携を推進し、指導のための人材やスポーツ空間の確保、そし

て各種スポーツ活動団体の自立への支援が必要である。 
今後は、人口の減少によりスポーツ活動が低迷しているという考えだけではなく、スポーツ

をする人を増加させる、つまりスポーツをする人、しない人の二極化を解消するため、体育協

会等、各種スポーツ活動団体の開かれたスポーツ環境への意識改革を促すとともに、指導者の

育成に努めるとともに、健康づくりとして、福祉行政と社会体育との有機的な連携が必要であ

り、さらには世代間交流・他地域とのスポーツ交流を図ることが重要である。 
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➐青少年の健全育成 

 今日の急激な社会情勢と生活環境の変化は、青少年の意識や行動にも多大な影響を及ぼし、

非行をはじめとする問題行動が深刻さを増し社会的な問題となっている。 
青少年の健全育成のためには、全町民への啓発活動とともに、ＮＰＯ団体等、民間団体との

連携が必要不可欠である。現在、子ども会などの関係団体が地域のなかで、スポーツ・旅行・

レクリエーションを中心とした自主的な活動を行っているが、それらが一体的な青少年活動と

なるよう、民間による青少年活動のコーディネーター能力向上を支援することが必要である。 
青少年活動のスローガン「地域の子どもは地域で育てる」にあるように、自分の子ども、他

所の子どもという概念や感情にとらわれず、地域の大人が地域の子どもを知り、誰もが声掛け

できる環境をつくり、地域に根付いた青少年活動や非行防止に努めるとともに、青少年教育の

機会の拡充、施設の整備など、健全育成のための諸条件整備を積極的に推進する必要がある。 
 

（２）その対策 

➊幼児教育 

 ○教育力の充実 

１，専門的機関と密接な連携のもと、一人ひとりの望ましい発達に向けた教育の推進を図る。 
２，人づくりの基礎を担う幼児期教育の意義や役割について認識を深め、基本となる家庭教育

の重要性や子育て支援の必要性からも、情報交換としての学習会や教育相談を実施する。 
３，世代間交流や幼児期からの郷土音楽・郷土芸能教育等の活用に取り組むなど、家庭や地域

社会における教育力を重視し、社会全体で子どもたちの豊かな感性・人格形成に努める。 
４，幼児期における学びの芽生えと生きる力を育むための幼児教育を町立保育所において実施

していく。 
 
➋小学校教育・中学校教育 

○教育環境づくり  

１，少子化を起因とする地域住民と児童生徒との希薄なつながりを解消するため、地域・家庭・

学校が一体となった環境づくりを進めていくとともに、各学校との交流・連携を図る。 
２，いじめや不登校、暴力行為などの様々な教育課題への取組にあたって、学校だけの問題と

の固定観念にとらわれることなく、児童福祉・人権擁護・警察等との連携を図り、善悪の

判断・社会性・思いやりなどの豊かな心を育む教育を推進する。 
３，学校施設を地域に開放することにより、地域住民の生涯学習の場の創出を行う。また、児

童生徒の地域行事への参加により、地域に開かれた学校としての連帯を深める。 
４，学習意欲を高めるとともに自ら学ぶ力を身につけるため、ＩＣＴ技術の活用による学びを

保障する環境づくりとして、「ＧＩＧＡスクール構想」への対応など次世代の教育環境整備

を推進する。 
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○たくましく今を生き、明日を拓く子どもの育成をめざす教育の推進 

１，基礎的、基本的な知識・体力・生活習慣を確実に習得することを目的としながら、さらに

自己改革のできるたくましい児童生徒を育成していくため、教育環境の整備とともに教職

員の養成・研修などを実施し、個性や能力を伸ばす教育を推進する。 
２，郷土への理解と愛着を深め情操を高める教育のためにも、課外授業を積極的に取り入れ、

地域で活躍する住民を特別講師として招き、南伊勢町の特徴ある歴史や自然を学ぶととも

に、命の尊さ、自然のすばらしさ、力を合わせることの大切さなどの体験学習の充実を図

る。 
３，国際社会への対応に向け、外国語授業の補助や地域における国際交流活動の協力者として

派遣されている外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用し、国際感覚・国際理解の醸成を図る。 
４，身体的・精神的にも強い意思を育成するとともに、規則を守り、礼儀正しい人間を育成し

ていくため、部活動の充実を図る。また、試合等を通じ地域外の児童生徒との交流を図り、

豊かな心を育むとともに、遠征にかかる保護者の負担軽減を図る。 
 ○ふるさとの良さをより深く知り、ふるさとに誇りが持てる子どもの育成をめざす教育の推

進 

１，各小中学校において、郷土への理解と愛着を深める教育を進めるため、地域で活躍する町

民を特別講師などとして招いての授業や学校行事を行ったり、児童生徒が地域に出かけて

行って学ぶ授業を行ったりするなど、南伊勢町の特徴ある歴史や先人の偉業、豊かな自然、

そこで生活し、働いている人々の思い等を学ぶとともに、命の尊さ、自然の大切さなどの

体験学習の充実を図る。 
２，教育委員会事務局に「ふるさと教育コーディネーター」を配置し、各学校における教育実

践に対する助言や、関連施設や事業所等との連携に努める。 
３，「ふるさとフォーラム２１」の開催などを通して、小中学校での「ふるさと教育」の実践の

町内外への発信に努める。 
○学校施設及び設備の整備 

１，障がいを持つ子どもの教育を充実していくため、特別支援学級在籍児だけでなく通常の学

級の中で特別な配慮・支援を必要とする児童生徒も視野に入れた設備の整備を推進する。 
２，高度情報化社会に対応した情報教育環境の整備、教育情報の積極的な発信と共有を図る情

報ネットワーク環境の整備・更新に努め、活用する能力の育成については、情報操作の道

徳的な視点を取り入れた教育を推進するとともに、併せて学校図書館の充実に努める。 
３，少子化に伴う学校環境の変化により、子どもたちの対話する能力の確保・育成をするため

学校施設の統合を検討する。 
 ○特別支援教育の推進 

１，子どもたちの社会的な自立や社会参加実現のため、指導内容・体制の改善に取り組む。ま

た、教職員に対し障がいの理解を目的とした異校種間の人事交流や研修の充実を図る。 
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○安全対策 

１，学校教育の場において恒常的に児童生徒への安全対策を喚起するとともに、関係機関・家

庭・地域が一体となった防犯への取組を進める。 
２，事故から子どもたちの命を守るため、スクールバスの安全運転遂行に心掛ける。また、学

校給食においては衛生的で安全な給食提供を図るため、センター方式による給食施設の整

備を検討する。 
 
➌高等学校教育 

 ○教育内容の充実・情報発信 

１，防災教育の推進のため、学校と教育委員会、防災課の情報交換を定期的に持ち、生徒の安

全安心を図るため、様々な災害を想定した避難訓練を実施する。また、防災学習担当教員

を中心として、防災学習の充実を図る。 
２，高等学校との相互連携により、高等学校教育の内容を充実するとともに郷土愛を養成し、

地域づくりを行う人材の育成や、地域と学校が連携し新たな産業の創造を図ることにより、

地元就業、ふるさと振興の思想普及に努める。 
３，生徒間交流や教員交流などを通じて生徒への理解・個性の伸長・才能の発見が可能となる

中高連携をさらに推し進め、地元高等学校への進学率の向上に努める。 
４，南伊勢町の若者定住対策の一環として、南伊勢高校南勢校舎が町内の生徒や保護者から「行

きたい行かせたい高校」として選ばれるため、学習機会や通学環境、課外活動の充実のた

めの支援に努める。 
 

➍人権教育・人権啓発 

○人権教育・啓発の推進 

１，あらゆる差別のない誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現を目指し、学校、家庭、

地域、職場など様々な場を通じて、関係機関と連携し、いじめや差別の解消、児童や高齢

者虐待などの防止や対応のための人権教育や啓発を推進する。 
２，人権講演会や町民人権講座の開催、広報紙への掲載、啓発ポスターの掲示、啓発ＰＲ冊子

の配布など、様々な手法により人権尊重のための啓発を推進する。 
 
➎社会教育 

〇社会教育による学習の推進 

１，だれもが学ぶことができ、いきいきと暮らせるまちづくりを進めるため、町の総合計画の一部として

位置づけ、社会教育による学習の体制を整える。 

２，「ひとづくり」すなわち個人の成長が、「つながりづくり」「地域づくり」すなわち地域社会の発展に

つながることを念頭に、官民協同により社会教育機会を創出することや、民間のノウハウを活かし

た学習体制の構築を推進する。 
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３，住民が主体的に学ぶためのきっかけづくりや、各社会教育団体やその関連講座の受講者の自立

や自主的な活動が持続可能なものとなるように、継続的にこれらの活動等を後押しする。 

〇社会教育による学習内容の充実 

１，住民が生涯を通じて健康で生きがいをもって暮らしてゆくために、住民の学習ニーズにあった学

習内容を提供するよう、努めていく。 

２，学びの成果を活かした地域づくりにつながるよう、社会の変化に対応した学習プログラムの提供

に努める。 

 〇指導者の育成 

１，地域の実情にあった指導者の養成や確保をするために、諸々の学習分野におけるリーダーの育

成や、社会教育による学習についての人材登録制度の整備や活用を進めます 

 〇社会教育施設の整備・充実 

１，社会教育による学習を継続できるよう、利活用可能な社会教育施設については整備・改修等の維

持管理を継続的に行うことによって、環境の確保に努める。又、インターネット環境整備を行い、

幅広い活用ができる環境を整える。 

２，施設の老朽化への対応について、施設の延命及び集約化の検討を行う。 

 

➏社会体育・スポーツの振興  
 ○生涯スポーツの充実 

１，世代をこえて誰でも参加しやすく、生涯にわたってスポーツに親しめる環境づくりとして、 
  トレーニングジムの運営を促進するとともに、民間団体等へ協力し自立をめざす。 
２，各団体が主体となるスポーツ教室等の開催を支援し、スポーツ人口の拡大を図るとともに、

技術力の向上を目指す。 
 ○指導者の育成及び組織の自立支援 

１，幅広い年齢層において他地域とのスポーツ交流を積極的に行い、相互のスポーツ振興を図

るとともに、スポーツ少年団を含む、スポーツ指導者の発掘、育成及び確保に取り組む。 
２，体育協会の組織強化を図り、組織の自立と自主的な大会運営に努める。また、指導者の育

成や競技力の向上を図るとともに、その競技を通じての地域活性化の意識を高める。 
○体育施設等の整備・充実 

１，個人・職場・団体等における生涯スポーツや健康づくり活動のニーズに対応するため、そ

れぞれの必要に応えた施設の整備及びスポーツによる健康増進の啓発を計画的に進める。 
２，既設の体育施設の維持管理・運営については修理・補修等を実施することにより、施設利

用者の便宜を図り、運動や体力づくりが日常から気軽にできるスポーツ空間を確保する。  
３，ほとんどの施設では、老朽化が進んでいるため適切な管理と計画的な整備を行うとともに、

バリアフリーやユニバーサルデザインなどの導入を検討していく必要がある。又、災害時

の避難所としての施設整備等を推進する。 
４，施設の老朽化への対応について、施設の延命及び集約化の検討を行う。 
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➐青少年の健全育成 

 ○青少年活動を通じての地域づくりの推進と啓発 

１，青少年健全育成・家庭教育・地域子育て支援を柱として、「地域の子どもは地域で育てる」 
  との観点に立ち、地域の教育力を生かした地域づくりの推進を図る。また、民間団体等と

連携し、家庭教育活動や親子体験活動等を推進することで、保護者や地域の大人の青少年

の健全育成への意識啓発を行い、明るい地域づくり、明るい家庭づくりを推進する。 
２，地域の教育力を活かした活動を通し、異年齢の子どもや世代の違う人たちが、楽しくつな

がる活動・交流の場づくりを行う。 
 ○地域活動への参画意識の促進 

１，広報啓発活動等により健全育成に対する住民意識の高揚に努めるとともに、地域における

ボランティア活動への参画意識を促し、地域活動の自主自立の養成を図る。 
 ○国際交流の促進 

１，国際化に対応できる人材を育成するため、国際理解や異文化理解に応じた教育の推進に加

え、連帯感や協調の精神を身に付ける機会を充実し、国際交流・協力活動を促進する。 
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（３）事 業 計 画（令和 3 年度～令和 7 年度） 

 
持 続 的 発 展 

施策区分 
事 業 名 
（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考 

８.教 育 の振興 (1)学校教育 
関連施設 

    

スクールバス・
ボート 

スクールバス運行事業 
小学校８台・中学校

７台 
南伊勢町  

その他 

学校施設整備事業 
小学校施設整備 

中学校施設整備 
南伊勢町  

学校情報通信ネットワ
ーク環境整備事業 

小学校情報通信環

境維持(更新) 

中学校情報通信環

境維持(更新) 

南伊勢町  

学校情報機器整備事
業 

小学校情報機器維

持(更新) 

中学校情報機器維

持(更新) 

南伊勢町  

(3)集会施設、 
体育施設等 

    

社会体育施設 体育施設整備事業 

体育館及びグラウン

ド等整備 

（五ヶ所、南海、穂

原、宿田曽、南部、

島津、南島体育セン

ター、南勢体育セン

ター、南島西、総合

グラウンド･町民グラ

ウンド､トレニーング

センター） 

南伊勢町  

社会教育施設 
社会教育施設整備事
業 

社会教育施設整備 

（町民文化会館、ふ

れあいセンターなん

とう・切原教育集会

所） 

南伊勢町  

 
（４）公共施設等総合管理計画との整合 

本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設の総

合的かつ計画的な管理・運営に関する基本的な方針との整合を図りながら過疎対策に必要な事

業を適切に実施する。 
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１０．集落の整備 
（１）現況と問題点 

➊地域活動の活性化 
 本町は、急峻な山地と断崖絶壁のリアス式の海岸に囲まれ、山林が町域の８５％を占める典

型的な農山漁村地域であり、地形的に川はいずれも短く、川口付近や谷間の僅かな平地に７戸

から６１５戸まで大小様々な３８の集落が点在している。 
 集落の状況をみると、そのほとんどが国道２６０号や県道沿いの平坦部に形成されており、

ある程度の規模を保っているが、山間地や主要幹線道路から離れた狭小な土地に存在する集落

は、規模も小さく、また社会インフラ面でも立ち遅れが生じ、高齢化も進んでいる。こうした

現状は、集落形成に必要なコミュニティ活動に支障をきたし、一部地域では集落機能の維持が

困難となりはじめている。 
 これまでの集落は、地域住民の生きがいを高めるふれあいや、地域課題解消及び共同生活を

営むことによって円滑に維持されてきた。しかし近年、若者の流出によって過疎化・高齢化が

進行し、集落における連帯意識や人間関係の希薄化がみられるなど、将来に大きな問題を投げ

かけている。地域と行政が役割分担しながら、集落においてこれまで育んできた連帯感や人間

関係を維持・活性化し、地域での積極的な活動がまちづくりに結びつくように、自治意識の高

揚を図る必要がある。 
 人口減少が進むなか、町民の高齢化や世話役となれる人材の不足により、地区の役員のなり

手の不足、負担増（兼職）などという問題があり、地域での人材育成が必要となっている。 
 一方で、本町では、地域において、地域貢献や住みよい地域づくりなど、自主的な様々な活

動を行う町民や団体が増えてきており、今後は、それらの町民や団体以外にも南伊勢町に関係

するすべての人びとと役場が総働して活動できるように支援する仕組みづくりが必要となっ

ている。 
 また、地区の組織規模が小さくなることによりこのままでは地域の自主的、主体的な活動も

支援を受けなければ実施困難な状態となることが予想されることから組織規模が小さくなっ

ても持続可能な地域を運営する仕組みや地域の自主的、主体的な活動を支援するための支援制

度の新たな仕組みづくりが求められている。 
 こうした観点から、地域住民が快適な生活環境と地域づくりに取り組むため、地域課題を話

し合い、それを解決していくための知恵を持ち寄り、世代間の調和を図りながら、地域住民が

自信と誇りを持って暮らせる集落を育成することが重要であり、今後も、まちづくり自体を住

民と行政が一緒になって考え進めていく必要がある。 
 

（２）その対策 

➊地域活動の活性化 

 ○連帯意識の形成・インフラ整備 
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１，これからのまちづくりは、役割分担しながら、町民と役場が連携・協力し、それぞれの特

性を発揮して、ともにまちづくりの取り組むことができるよう、町民の皆さんがまちづく

りへ参加しやすい環境の構築や仕組みづくりを行う。 
２，将来に向けた南伊勢町のまちの形、コミュニティの再生を検討し、方向性、方針を検討す

る場を設ける。 
３， 地域ごとに、地域の特性を生かした新たなコミュニティの形成について検討する場を設け、

ビジョンの策定と実現への取組みを促進する。 
４，総働のまちづくりのもと関係地域住民、町内外の支援者、役場地域づくり支援員等が関わ

り主体的に地域活動や産業の活性化等に取り組む活動を支援する。また、役場は活動拠点

や活動経費、支援人材等必要な資源を確保する。 
５, 組織規模が小さくなっても持続可能な地域を運営していくことができるよう、旧村単位等

の区域を超えた協力体制を確立するため、役場として地域づくり支援を組織的に整理し対

応できる体制を構築していく。 
６，町民と役場が一緒になって地域課題を共有し、解決に向けて地域のことを考える場づくり

を行うとともに、地域の人材を区とともに育成し、各地区の町民と地区担当の役場職員が

協働し、暮らしやすい地域づくりや地域の課題に取り組むなどの地域づくり支援制度にお

ける新たな仕組みづくりを進め、地域における地域づくりへの支援を充実する。 
７，情報共有の場などをもとに、コミュニティ活動における全体的な課題、個々の課題を把握

し、コミュニティ活動維持のための方策を各区組織とともにつくり、コミュニティ活動全

体の相談や情報提供、事業要望に対し支援を行う。 
８，町民が自主的に行うコミュニティ活動の促進や地域の連帯感に基づく自治意識の向上をめ

ざすために必要となる施設や設備の整備に関する支援体制を充実させる。 
９，地域住民における高齢者世帯及び独居老人世帯への環境や生活支援を組織的に行うことに

より、生活に安心感を提供し、地域連帯の強化を推進する。 
10，社会インフラ整備を促進し、集落形成に必要なコミュニティ活動の維持・確保に努める。 
11，町民による主体的なまちづくり活動を将来にわたり持続的に進めていく観点から、人材育

成研修会の開催等によるまちづくり人材の育成を行う。 
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１１．地域文化の振興等 
（１）現況と問題点 

➊地域文化 

 地域の文化振興において最も大切なことは、地域ごとの風習・風土の把握をし、地域の個性

や特徴を語れることと将来にわたるビジョンづくりである。 
自分のまちにはどのような特徴があるのか、自分はどのような文化を背景に育ってきたのか、

そういったことが感じ取れるような環境を創出していくことが求められるとともに、画一的で

はない、文化に対する多様な住民参画を一層充実させていくための取組が、本町の文化行政を

進めていくうえで肝要となる。 
 本町には、伝統的な芸能や地域に根ざした固有の文化、風習や習慣などが数多く存在する。

各集落に伝わる四季折々の祭りは、厳粛で晴れやかな舞台、享楽の場として脈々と引き継がれ

てきた文化といえる。住民が地域の文化に触れ、まちづくりに新たな発想を見出すことや、他

の地域住民に南伊勢町の魅力を発見してもらうためにも、地域文化は保護・継承していかなけ

ればならない。 
 文化活動としては、町文化協会に２支部が組織され、町民文化会館やふれあいセンターなん

とうを拠点として、それぞれ自主的に活発な活動を行い、その発表の場として講演会や展示会

を開催し、多くの住民の参加を得ている。 
今後は、本町の文化をより個性豊かなものへと磨き上げ、魅力あふれるまちをつくるために

も、単に伝承するだけに止まらず、郷土の誇りとして位置づけるとともに、生涯学習の観点か

らも伝統行事や地域文化を組み入れた学習活動を推進し、これらの活動を通して自らの地域を

見直し、連帯感を高め、まちづくりに活かしていくことが必要である。 
 
➋文化財の保護 

 郷土の先人が築いた文化遺産や歴史の正しい理解と評価、保存・活用は、郷土愛を育むうえ

で重要である。本町の町指定文化財としては、有形文化財１５件、無形民俗文化財７件・天然

記念物３件、史跡１件の計２６件があり、また、国指定文化財２件、三重県指定文化財として

１５件がある。 
 なかでも、愛洲氏の居城であった五ヶ所城址の歴史的評価は高く、平成７年に「愛洲の館」

としてオープンされた。同施設は、一族関係並びに町の歴史・考古・民俗等の資料を展示し、

また、陰流の祖といわれる愛洲移香斎の遺徳を偲ぶため、剣道場も併設された郷土資料館であ

り、地域の文化・スポーツの向上に大きな役割を担っている。また、江戸期に東西航路の開発、

各地の治水工事などに功績を残した人物として河村瑞賢が著名であり、その偉業を称え平成２

年に翁の銅像を中心に瑞賢公園を開設した。旧東宮奈屋小学校を移築し東宮資料保存館が建設

されたことで、郷土の文化資料等や災害の記録を保存している。同じく、幕末円山派の画家と

して野村訥斎が出ている。このような地域の偉人に学ぶことの大切さを今後も引き続き推進し
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ていく必要がある。 
 本町には、これら以外にも歴史的背景に基づく多くの文化的な遺産が残されており、学術的

な調査研究を精力的に進め、その保存のため専門的な知識を有する人材を育成し、文化財に対

する住民の認識を深めるとともに、学校教育や社会教育の現場で郷土学習教材として地域の文

化財を有効に活用していくことが重要である。 
 

➌コミュニティ活動 

 生活様式の都市化傾向が進むなかで、地域社会における連帯感や住民相互の心のふれあい、

共同的な活動などが希薄になりつつある。また、地方分権の進展に伴い、地域においても福祉

や活性化といった住みよい地域づくりの実現を図るうえからも、地域自らの自主的な活動が求

められている。このため、地域の快適な暮らしを創り上げるには、住民と行政との役割分担を

認め合うとともに、行政のパートナーとしてその活動を活発化することが必要となる。 
 本町には、地域づくりの推進組織として３８の地区があり、各々コミュニティ活動を推進し

ている。また、地域活性化グループ・老人会・婦人会・子ども会などの諸団体活動も、公民館

や集会施設を中心に活発な展開を行っているが、どの組織とも近年の高齢化・過疎化の進行に

伴い活動の担い手不足が深刻な問題となりつつある。 
 施設としては、集落の集会施設をはじめ町民文化会館・ふれあいセンターなんとうを核とし

て５つの公民館があり、活動の拠点となっている。しかし、これらの施設の中には未整備なも

のも多く、防災面でも安全で安心な施設の計画的な整備充実が求められている。 
 コミュニティ活動を活発化するには、多様な学習活動・啓発事業の推進・イベントの実施等

による住民の自主的、主体的な活動に対する支援を図ることが重要であり、さらに、地域活動

をより一層推し進めていくため、住民相互の学習機会の拡充や行政との対話集会の開催・情報

や資料の提供・リーダーの育成などに努める必要がある。 
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（２）その対策 

➊地域文化 

 ○文化活動の促進 

１，文化協会の強化育成に努めるとともに、文化祭や展示会を実施し、定期的な発表の機会を

設けるなど創作活動を旺盛にし、サークル・グループ活動の活性化を図る。 
２，郷土芸能や伝統行事などの保存・継承に加え、その学習を通じて郷土に対する理解を深め

ていく。さらに、これらの資源を観光的要素として取り入れ、都市交流への活用を進める。 
３，宝くじ文化公演事業等を活用し、他市町と共同で著名人によるコンサートを実施し、子ど

もたちや町民が日常的に触れることが少ないプロの音楽に接する機会を提供する。 
４，子どもたちが本に親しめるように児童文学者による講演会等を実施する。 
 ○地域との連携・後継者育成 

１，新しい文化活動が創造されていくよう、地域との連携を密接にし相互協力を図る。また、

生涯学習との連携の中で、文化交流を通して地域文化を見直し、連帯感を高めていく。 
２，過疎化が進み、近い将来には伝統行事そのものの存続が危ぶまれているため、熱意ある有

能な人材を発掘し、後継者として養成する。 
 
➋文化財の保護 

 ○歴史的・自然的資産の保全と掘り起こし 

１，文化財保護審議会を中心として、保護条例の啓発・周知を図るとともに、文化財保護・指

定体制の強化に努める。また、地域に埋もれた自然・文化遺産の調査に努め、有形・無形

を問わず大切に保存し、併せて史跡等の環境整備やサインの設置を図る。 
２，各集落の旧家等にある古文書を記録・整理し、調査研究の要望に向けて活用する資料とし

て整備するとともに、急速に失われつつある生活用具や民俗資料の収集と保存に努める。 
 ○郷土愛の醸成・保護継承 

１，定期的に住民を対象とした文化財めぐりや郷土文化資料の作成を実施し、郷土の資源の再

認識や誇りの創出・郷土愛の醸成に努め、それらを伝承する人づくりを推進する。 
２，中核拠点として愛洲の里（館）に文化・芸能機能を集積し、文武両道の複合施設として積

極的に活用し、また、地域の自然・文化・歴史的資産の保護継承に努めていく。 
３，想定されている災害に備えて、貴重な文化財を安全な施設に移転することや、資料館等の

老朽化への対応については計画的な維持管理が必要です。 
 

➌コミュニティ活動 

 ○活動基盤の整備 

１，行政のパートナーとして、住民と行政の役割分担を互いに確認し、自主的そして積極的に

まちづくりに参画できる環境体制の整備により、住民自治の実現を目指す。 
２，住民参加による講演会・各種講座・イベントを推進するとともに、地域住民の学習の場と
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して地域コミュニティ活動や防災拠点となる公民館・集会施設などの整備充実に努める。 
 ○コミュニティ活動の促進 

１，地域活性化グループをはじめとする地域づくりに取り組む組織については、地域に貢献す

る事業に対しての助成や、地域づくりの専門家によるアドバイス等が行えるよう支援し、

新たな地域資源の掘り起こしの拡大を図る。 
２，さらなる高齢社会への移行を予測し、高齢者が豊かな地域生活を過ごせるよう地域活動や

生涯学習への参画による生きがいづくりを進めていく。 
 ○意識の高揚・リーダー養成 

１，全国各地のコミュニティづくりや、本町のまちづくりの方向などについての情報収集・提

供・交換を行い、住民の自主的なコミュニティ意識の高揚を図る。また、まちづくりに向

けての地域活動に取り組み、自ら率先して実践するリーダーの養成に努める。 
 ○連携交流の促進 

１，各種団体間の交流活動の促進を図り、それぞれに行われている行事や活動を共催化するこ

とにより相互の連携を円滑にし、地区間・世代間の広域的な交流を進めていく。 
 
（３）事 業 計 画（令和３年度～令和７年度） 
 

持 続 的 発 展 
施 策 区 分 

事 業 名 
（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考 

１０.地域文化の

振興等 
(1)地域文化の

振興施設等  
    

地域文化振興
施設 

文化交流活動促進施
設整備事業 

公民館・集会施設建設 

コミュニティセンター建

設 

町民文化会館改修 
愛洲の館改修 

東宮資料保存館改修 

公民館・集会施設改修 

ふれあいセンター改修 

南伊勢町 

 

 
（４）公共施設等総合管理計画との整合 

本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設の総

合的かつ計画的な管理・運営に関する基本的な方針との整合を図りながら過疎対策に必要な事

業を適切に実施する。 
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１２．再生可能エネルギーの利用の推進 

（１）現況と問題点 

 ❶再生可能エネルギー 

地球温暖化等さまざまな環境問題は、これからさらに深刻さが増すことが予想され、環

境に配慮した事業活動や日常生活における省エネルギーへの取組が求められている。今後

は町民一人ひとりが、自然環境の保全意識を深め、環境に配慮した生活様式を積極的に取

り入れるなど、環境への負荷の少ない再生可能エネルギーを活用した資源循環型社会づく

りを推進する必要がある。 
本町は、将来像として「南伊勢町総合計画新絆プラン（令和元年９月）（以下、「総合計

画」という。）」の 30 年後の目指す姿に掲げる“生命力みなぎる常若のまち”の実現に向

けて各種施策を展開している。  
これまでに、「総合計画」の環境面における施策・事業の基本計画として平成２２年３月

（平成２６年４月変更）に「南伊勢町一般廃棄物処理基本計画」を策定し、資源・環境問

題に配慮したライフスタイルの転換と住民・事業者・行政が連携した循環型社会の構築を

進めている。  
また、「総合計画」の中に推進すべき事項として新エネルギーの活用が明示されているも

のをより具体化し、町内の資源を活用した持続的発展が可能な循環型社会の形成を推進し

ていくためのビジョンとして、令和２年３月に「南伊勢町循環型社会形成推進地域計画」

を策定した。  
一方、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の排出を抑えるとともに、交通ネットワー

ク機能の強化を図るため、二酸化炭素を排出しない電気自動車や二酸化炭素の排出を減ら

すプラグインハイブリット自動車を普及する必要がある。   
 

（２）その対策 

❶再生可能エネルギー 

１，地球温暖化防止への貢献のひとつとして、居住用の太陽光発電システムの導入に係る助

成を行い、町民の再生可能エネルギーの活用を促進している。今後も、家庭における省

エネルギー設備等の導入の需要は高まっていくものと考えられるため、これらの設備の

導入に対し、継続して支援をする。 
２，再生可能エネルギーの活用に努めるとともに、風力発電等のクリーンなエネルギーの活

用について検討する。 
３，走行中に二酸化炭素の排出が少ない電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド自動車の

普及に向け急速充電器を南島地区に設置する。 
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（３）事 業 計 画 （令和３年度～７年度） 

 
持 続 的 発 展 
施 策 区 分 

事 業 名 
（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備 考 

１１． 再生可能
エネルギーの
利用の推進 

(1) 再生可能
エネルギー
利用施設 

  
 

 
再生可能エネルギ

ー活用事業 

風力発電事業に係る調

査等 
南伊勢町 

 

（３） その他     

 
新エネルギー普及

促進事業 

住宅用新エネルギー発

電システム助成 
南伊勢町 

 

 
電気自動車用急速

充電器設置工事 

ふれあいセンターなんと

う（南島地区） 
南伊勢町 

 

 
 
 
（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

    本計画に記載する施策については、南伊勢町公共施設等総合管理計画に掲げる公共施設

の総合的かつ計画的な管理・運営に関する基本的な方針との整合を図りながら過疎対策に必

要な事業を適切に実施する。 
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事業計画（令和３年度～７年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持 続 的 発 展 
施 策 区 分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備 考 

１ 移住・定住・地域

間交流の促進、人材

育成 

移住交流事業 
移住フェアへの参画や田舎暮らし体験等の

実施、また町外からの移住者に対しては空き

家住宅の改修等にかかる経費の助成を行う 

南伊勢町  

新たなチャレン
ジを生み出す
環境づくり事業 

若者が地域おこしにチャレンジできるよう支

援を行う 南伊勢町  

空 き 家 バ ン ク
事業 

空家有効活用推進事業・・・ 

空き家を有効活用するため、住宅の改修等

にかかる経費の助成を行う 

南伊勢町 
 

空き家バンクリフォーム補助金事業・・・空き

家バンク登録物件におけるリフォーム工事に

要する経費の一部を補助する 

南伊勢町 
 

空き家バンク登録促進事業補助金・・・空き

家バンクに登録した所有者に対し、空き家内

の不用品の処理費用等に要する経費の一部

を補助する 

南伊勢町 

 

定住促進事業 
新築及び中古住宅取得支援事業補助金・・・ 

新築及び中古住宅取得に要する経費の一

部を補助する 

南伊勢町  

地域人材育成
事業 

南伊勢高校 SBP 活動・・・ 

子どもたちが、地域の魅力を活用した新たな

産業の創出に取り組む 

南伊勢町  

大学生キャリアフォーラム・・・ 

首都圏の大学生と南伊勢町の中学生が交流

することにより、大学生活やキャリアプランに

触れ、自らの進路選択の参考とする 

南伊勢町  

特定地域づくり
事業協同組合
制度事業 

農林水産業、商工業等の地域産業の担い手

を確保するため、特定地域づくり事業を行う

事業協同組合に対して、財政的、制度的な

支援を行う 

南伊勢町  

２ 産業の振興 集落共同活動
事業 

農用地等の維持管理や有害鳥獣追払い、地

域資源の維持活動等に取組む集落等へ補

助を行う 

南伊勢町  

農道台帳整備
調査業務委託 

農道の現状把握及び維持管理に資するため

農道路線図の整備・作成を行う 
南伊勢町  

団体営かんが
い排水事業 

飯満地区に計画している樹園地造成事業に

伴う基本設計業務を行う 
南伊勢町  

団体営ため池
等整備事業 

獅谷池・坂ノ谷池・市原池・大カツラ池の耐震

調査等を行う 
南伊勢町  

鳥獣害防止対
策事業 

電柵、恒久柵等の原材料補助、有害鳥獣駆

除及び駆除隊への報酬、狩猟免許取得補助

などを行う 

南伊勢町  

種苗放流事業 
カサゴ、クロダイ、アサリ、マダイなどの種苗

放流を行う。 

南伊勢町 
事業団 

 

種苗生産事業 
資源管理型漁業を目指すため、カサゴ、アワ

ビ、アコヤ貝などの種苗生産を行う 
南伊勢町  

海洋クリーン対
策事業 

漁場の環境を守るための海岸、海洋の清掃

活動に対し補助金を交付する 
漁業協同組合  

漁港施設維持
管理事業 

漁港施設等を安心して利用するため、適切

な維持・管理に関する委託を行う。 
南伊勢町  
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漁業経営安定
対策事業 

漁業経営の安定化及び高度化を図るため、

漁業者に対して利子補給等の支援を行う。 
漁業者  

魚食普及推進 
事業 

魚食普及のためイベントを開催し消費拡大を

推進する 

実行委員会及

び南伊勢町 
 

陸上養殖事業 災害に備え陸上での魚介類養殖に取り組む 南伊勢町  

魅力ある海洋
産業創出事業 

南伊勢町の地域資源を活かした革新的な海

洋産業の創出に取り組む 
南伊勢町  

地域資源を活かした水産業の発展的な取組

を推進する 
南伊勢町  

事務局機能の構築や求人サイトの構築支援

など漁業の担い手受け入れ対策に取り組む 
南伊勢町  

商工対策事業 

雇用を創出する新しい仕事づくり・・・ 

雇用が創出する起業や事業拡大等への支

援やインターンシップへの支援、ＵＩターンな

どの就労支援を実施 

南伊勢町  

産業の再生と活性化・・・ 

事業者の経営継続・向上を図るため、商品開

発や販路拡大への支援を実施 

南伊勢町  

商工会活動支援事業・・・ 

商工会が実施する経営改善普及事業、地域

総合振興事業、利子補給事業等への支援 

商工会  

地域ブランド推進事業・・・ 

本物の南伊勢ものをブランド品として認定

し、周知啓発を行うことで町のイメージの向

上につなげる 

南伊勢町  

観光対策事業 

観光による新しい価値の創造・・・ 

当町の自然景観を活用した観光型スポーツ

イベントを定着させることで、新たな観光地と

しての価値観の向上を図る 

南伊勢町  

観光地の魅力づくり・・・ 

関係団体等と協働し、風光明媚な景観や自

然環境を体験などの観光資源をマスメディア

やホームページ、イベント等で情報発信する

ことで、南伊勢町の知名度アップ、来訪者の

満足度の向上を図る 

南伊勢町  

観光社会基盤の整備・・・ 

観光客に安全で快適に過ごしていただくた

め、観光トイレや案内看板等の改修や公園

維持管理等を継続して行い、満足度向上とリ

ピーター増加につなげる 

南伊勢町  

集客施設運営
事業 

施設運営委託・・・ 

施設整備した集客施設の運営委託 
南伊勢町  

４ 交通施設の整備、交
通手段の確保 

道直し事業 町道、農道、林道など地区の欠かせない道

路を維持管理するため、町が地区に材料を

支給し町民と協働して道直し作業を行う 

南伊勢町 
 

町営バス運行
事業 

町営バスの運行を事業者に委託し行う 
南伊勢町 

 

デマンドバス運
行事業 

デマンドバスの運行を事業者に委託し行う 
南伊勢町 

 

５ 生活環境の整備 資機材整備事
業 

避難所や各地区の災害用資機材等の整備

を行う 
南伊勢町 

 

６ 子育て環境の確

保、高齢者等の保健

及び福祉の向上及

び増進 

 

福祉医療費助
成事業 

１８歳以下の子どもを対象とし医療費の助成

を行う 
南伊勢町 

 

一人親家庭等を対象とし医療費の助成を行

う 南伊勢町 
 

障がい者を対象とし医療費の助成を行う 南伊勢町  



 

 
- 92 - 

妊産婦・乳幼
児健康管理事
業 

臨床心理士が育児、発達相談、発達検査等

を行い、乳幼児期から途切れのない支援を

行う 

南伊勢町 
 

保育所通園バ
ス運行事業 

統合により遠距離通園となる園児のために通

園バスの委託事業を行う 南伊勢町 
 

緊急通報装置
設置事業 

高齢者の単身世帯における緊急事態に迅速

に対応するため緊急通報装置を設置する 南伊勢町 
 

地域包括ケア
推進事業 

町民包括評価と見守り支援体制整備、地域

住民の交流支援を行う 南伊勢町 
 

高齢者元気づ
くり活動支援事
業 

元気シニア健康教室活動事業・・・ 

高齢者の健康増進、体力向上や指導者の養

成に向けた活動への支援を行う 

南伊勢町 
 

シルバーカー購入費助成事業・・・ 

高齢者の歩行を容易にし、生活の行動範囲

を広げることにより生きがいづくりや健康の向

上を図るため、歩行の補助として使うシルバ

ーカー購入費用を助成する 

南伊勢町 

 

介護人材確保
事業 

介護施設職員就職奨励金事業・・・ 

介護人材の確保を図ることを目的に、町内の

介護事業所に就職した方に奨励金を交付す

る 

南伊勢町 

 

介護職員初任者研修事業・・・ 

介護人材確保のため、介護職員初任者研修

を行うとともに、町内の介護事業所とのマッチ

ングを行う 

南伊勢町 

 

母子手当 母子家庭に対し母子手当を支給し、経済的

な援助を行う 南伊勢町  

障がい者生き
がい活動支援
事業 

障がい者が生きがいを持って活動ができるよ

う、血液透析患者の通院費用や自動車で活

動する障がい者へのガソリン費などの支援を

行う 

南伊勢町 

 

障がい者活動
の場づくり事業 

障がい者就労人材センターに登録した障が

い者が、企業等から仕事の依頼を受けた時

に仕事の手助けを行う 

南伊勢町 
 

健康づくり事業 運動習慣等の意識づけと、健康管理を楽しく

意欲的に取り組めるように、健康マイレージ

や健康応援アプリ「プラスたいみー」を活用し

推進する。 

南伊勢町 

 

各種がん等検
診（健診）事業 

疾病の早期発見のために各種がん等検診

（健診）を実施する 南伊勢町 
 

不妊治療費助
成事業 

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、

不妊治療にかかる費用の一部を助成する 
南伊勢町 

 

７ 医療の確保 病院群輪番制
病院運営事業 

２次救急医療体制の確保を図ることを目的に

伊勢市及び周辺４町が連携して取り組む 伊勢市 

 

看護師修学資
金貸与事業 

看護師の確保及び保健医療の充実を目的と

し修学金を貸与する 
南伊勢町 

 

地域医療・保
健・ 予防確保
対策事業 

地域包括ケアシステム推進のため、情報通

信技術（ＩＣＴ）を活用した医療連携や医療介

護連携の体制整備を行う 

南伊勢町 
 

８ 教育の振興 保育所におけ
る幼児教育事
業 

幼児期における学びの芽生えと生きる力を

育むための幼児教育を町立保育所において

実施する 

南伊勢町 
 

学校部活動振
興事業 

部活動に係る大会等に参加するための遠征

活動に対し補助を行う 
南伊勢町 
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複式学級加配
事業 

少子化に伴い複式学級となった学校に対し

加配による人的配置を行う 
南伊勢町 

 

ＡＬＴ（外国語
指導助手）運
用事業 

各中学校にＡＬＴを配置し、さらに小学校に

派遣することにより、児童生徒の外国語によ

るコミュニケーション力を養う 

南伊勢町 
 

南伊勢高校活
性化支援事業 

生徒の就職・進学活動や海外留学等を支援

し、グローバル人材の育成を図ること等を通

して、南伊勢高校南勢校舎の活性化を図る 

南伊勢町 
 

特別支援教育
推進事業 

子どもたちの社会的な自立や社会参加への

実現のため、指導内容・体制の改善に取り組

む 

南伊勢町 
 

ふるさと教育推
進事業 

ふるさとの良さをより深く知り、ふるさとに誇り

が持てる子どもの育成に取り組む 南伊勢町 
 

手づくり図書館
推進事業 

図書館を利用しやすい環境と町民のふれあ

いの場を目指します。 
南伊勢町 

 

社会体育振興
事業 

トレーニングジム運営業務委託・・・ 

世代をこえて誰でも参加しやすく、生涯にわ

たってスポーツに親しめる環境づくりに取り

組む 

南伊勢町 

 

学校教育施設
等長寿命化計
画策定事業 

学校教育施設や社会教育施設等、施設の老

朽化による維持管理の観点から耐用年数等

を考慮し施設の延命及び集約化を目的に延

命･集約化を図っていく為の計画の策定を行

う 

南伊勢町 

 

９ 集落の整備 地域づくり支援
事業 

住民と行政が一緒になって地域のことを考え

る場をつくり、それぞれの地域がそれぞれの

地域づくりを行えるよう支援していく 
南伊勢町 

 

１０ 地域文化の振

興等 

文化振興事業 文化活動の促進・・・ 

文化活動の発表の場として文化祭を開催し

創作活動を旺盛にし、サークル・グループ活

動の活性化を図り、宝くじ文化公演事業を活

用し、著名人によるコンサートや子どもたち

が本に親しめる機会を提供できる事業を実

施する 

図書室運営業務委託・・・ 

身近で利用しやすい場にするとともに、多く

に人に本と親しめる図書室運営を行います

文化財保護・・・ 

史跡等の環境整備やサインの設置を行う。

又、文化財の修繕を行う。 

南伊勢町 

 

文化財保護推
進事業 

地 域 に 残 る 踊 り や 祭 り な ど の 無 形                      

文化財を記録保存、継承するとともに観光資

源等として活用に取り組む 

南伊勢町 
 

地域貢献促進
事業 

地域活性化団体等のまちづくりに向けた取

組みの支援を行う 
南伊勢町 

 

１１ 再生可能エネ

ルギーの利用の推

進 

新エネルギー
普及促進事業 

住宅用太陽光発電設備等の導入に対して助

成を行う 南伊勢町 

 

 

 


