
 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

新年あけましておめでとうございます 
 

 

 大 口 町 南 地 域 自 治 組 織  

会 長  大 森 明 輝  

皆 様 方 に お か れ ま し て は 、 す が す が し い 新 春 を お 迎 え の こ と と 心 よ

り お 慶 び 申 し 上 げ ま す 。  

旧 年 中 は 、 南 地 域 自 治 組 織 の 活 動 に 格 別 の ご 理 解 と ご 協 力 を い た だ

き 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。 昨 年 は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス が 猛 威 を 振 る い

た い へ ん な 年 と な り ま し た 。南 地 域 自 治 組 織 と し て も 、各 事 業 が 中 止 、

変 更 さ れ る な ど 例 年 に は な い 一 年 と な り ま し た 。 本 年 は 皆 様 に と り ま

し て よ り 良 い 年 で あ り ま す よ う 願 っ て い ま す 。  

さ て 、 南 地 域 自 治 組 織 で は 、 子 ど も た ち が 安 全 で 安 心 で き る 南 地 域

で 育 ち 、 大 人 に な っ て も 住 み 続 け た い と 思 え る 地 域 づ く り を 進 め て い

ま す 。  

ま た 、 こ れ か ら の 地 域 づ く り と し て 、 近 助 （ 向 こ う 三 軒 両 隣 ） の つ

な が り を 大 切 に し 、 日 頃 か ら 地 域 内 に お い て 、 お 互 い に 支 え 合 え る し

く み を 目 指 し 、 子 ど も か ら 高 齢 者 ま で 地 域 の 皆 様 が 地 域 活 動 に お い て

役 割 を 果 た し 、 役 立 ち 感 に 満 ち た 地 域 に な る よ う 、 活 動 を 通 し て 取 り

組 ん で ま い り ま す 。  

地 域 の 皆 様 に は 引 き 続 き 、 ご 指 導 と ご 協 力 を お 願 い 申 し 上 げ ま す 。 

令 和 3 年 元 旦  

 

南 小 学 校 保 護 者 向 け ア ン ケ ー ト 結 果 に つ い て  
                 VOL１  
 南 地 域 自 治 組 織 の 取 り 組 み に 対 す る 地 域 住 民 の 皆 様 の  

認 知 度 や 、 南 地 域 自 治 組 織 の 認 知 度 を 把 握 す る と と も に 、  

周 知 を 目 的 に 南 小 学 校 の 保 護 者 の 方 々 を 対 象 に ア ン ケ ー  

ト 調 査 を 実 施 し ま し た 。  

 

【 集 計 結 果 （ 一 部 抜 粋 ）】  

項  目  回  答  回 答 率  

大 口 町 に は 、 南 地 域 自 治 組 織 の ほ か 、

北 地 域 自 治 組 織 、 中 地 域 自 治 組 織 が あ

り ま す が ご 存 じ で す か 。  

南 地 域 自 治 組 織 は

知 っ て い る  
５ ８ ％  

毎 年 標 語 優 秀 作 品 の 表 彰 を 兼 ね て 、 １

０ 月 中 旬 ( 日 曜 日 午 前 中 ) に 南 小 学 校 で

「 学 ぼ う さ い 」 と 題 し て 地 域 交 流 イ ベ

ン ト を 実 施 し て い ま す 。  

知 っ て い る   ７ ０ ％  

南地域まちづくり かわら版  

第 ９ ０ 号  



 

 
【 ア ン ケ ー ト 結 果 を う け て 】  

＊ 南 地 域 自 治 組 織 や 自 治 組 織 が 行 う メ イ ン 事 業 は 、 ほ ぼ 認 知 さ れ て い

る が 、 事 業 に 対 す る 満 足 度 は や や 低 い こ と が わ か り ま し た 。  

そ の 要 因 の 一 つ に 、 日 程 的 な 問 題 が あ る よ う に 思 わ れ ま す 。 今 後 は  

年 間 計 画 を 立 て る 段 階 で 、 他 の 事 業 と か ぶ ら な い よ う に 注 意 し 、 繁

忙 期 を 避 け る な ど 、 よ り 多 く の 方 々 に 参 加 し て い た だ け る よ う 、 日

程 や 事 業 の 実 施 の 仕 方 な ど 検 討 す る 必 要 が あ る と 思 い ま し た 。  

 

＊ 青 色 防 犯 パ ト ロ ー ル に つ い て 、 子 ど も 達 の 安 全 な 登 下 校 を 守 る た め  

さ ら な る 活 動 の 強 化 と 認 知 度 の 向 上 に 努 め て い き た い と 思 い ま す 。  

 

 

南 地 域 の た か ら も の vo l .  38  ～ 伝 右 ェ 門 さ ん の お 墓 ～  
 「 南 地 域 の た か ら も の v o l . 1 5 ～ 八 王 子 社 ～ 」 で お

伝 え し ま し た 、 江 戸 時 代 に 伝 右
で ん

ェ
え

門
も ん

新 田
し ん で ん

（ ＝ 伝 右
で ん ね

）

を 開 発 し た 伝 右
で ん

ェ
え

門
も ん

さ ん を 偲 ぶ お 墓 が 、 伝 右 霊 園 に

あ り ま す 。  

 伝 右 霊 園 を 少 し 奥 に 進 む と 、 昭 和 ６ ３ 年 （ １ ９ ８

８ ） に 建 て ら れ た 記 念 碑 が あ り 、 そ の 右 隣 に お 墓 が

あ り ま す 。 お 墓 は 、 伝 右 ェ 門 さ ん の 五 世 孫 の 方 が 宝

暦 １ １ 年 （ １ ７ ６ １ ） に 建 立 さ れ た そ う で す 。     

 江 戸 時 代 の 古 文 書 や 由 来 、 石 碑 等 に よ っ て 、 開 墾   

さ れ た 時 期 が 微 妙 に 違 い ま す が 、 概 ね 寛 文 元 年 ～ ３    

年 （ １ ６ ６ １ ～ １ ６ ６ ３ ） 頃 だ と い わ れ て い ま す 。    

 伝 右 ェ 門 さ ん に よ り 開 墾 さ れ ３ ５ ０ 年 以 上 … 連 綿 と 続 く 伝 右 の ル   

ー ツ を こ こ で う か が い 知 る こ と が で き ま す 。  
 

♦「 南 地 域 か わ ら 版 」 は 、 大 口 町 ホ ー ム ペ ー ジ で 見 る こ と  

が で き ま す 。  

 大 口 町 ホ ー ム ペ ー ジ  

 h t t p s : / / w w w . t o w n . o g u c h i . l g . j p / 4 2 3 5 . h t m  

 

項  目  回  答  回 答 率  

こ の 「 学 ぼ う さ い 」 の 交 流 イ ベ ン ト に

つ い て 、 総 合 的 に ど の く ら い 満 足 し て

い ま す か 。  

・ 満 足  

・ や や 満 足  
４ １ ％  

１ ９ ％  

今 後 の 活 動 は 、 防 災 ( 避 難 訓 練 ) 交 通 安

全 に 重 点 を 絞 っ て い き た い と 思 い ま す

が 、 活 動 に 参 加 し ま す か 。  

日 程 が 合 え ば 参 加

し た い  
７ ６ ％  

南 地 域 自 治 組 織 で は 、 地 域 の 安 全 ・ 子

ど も た ち の 安 全 を 守 る た め 「 青 色 防 犯

パ ト ロ ー ル 」 を 実 施 し て い ま す 。  

知 っ て い る  ５ ７ ％  

お 子 様 の 通 学 路 を 歩 い た こ と は あ り ま

す か 。  
あ る  ９ ４ ％  

伝 右 ェ 門 さ ん

の お 墓 ( 伝 右 )  

発 行 者  大 口 町 南 地 域 自 治 組 織   協 力  大 口 町 地 域 協 働 課 （ ☎ 9 5 - 1 6 9 1 ）  

https://www.town.oguchi.lg.jp/4235.htm

