


O GA K I   C I T Y   M I R A I   V I S I O N

　本市では、市制100周年の節目の年となる平成30年度を初年度とし、30年後の

大垣の姿を描いた大垣市未来ビジョン基本構想と、それに基づく5か年のまちづ

くり指針となる、大垣市未来ビジョン第１期基本計画を策定いたしました。

　これまで五次にわたり総合計画を策定しておりますが、この間、上石津町及び

墨俣町との合併や、人口減少・少子高齢化、予期せぬ自然災害の発生、グローバ

ル化の進展、循環型社会の構築と自然との共生、新しい産業構造への転換など、

社会経済情勢は大きく変化しております。

　こうした本市を取り巻く環境の大きな変化に的確に対応し、本市の未来を明る

いものにしていくため、未来都市像を「みんなで創る　希望あふれる産業文化都

市」とする大垣市未来ビジョンを新たに策定したものでございます。

　現代の子どもたちが主役となる30年後を見据えた、本市のあるべき姿を明確に

することで、揺らぐことなく未来へ前進していく体制を構築し、西美濃地域の中

心都市としてさらに飛躍し、市民の皆様とともに希望あふれるまちづくりを進め

てまいります。

　最後に、本計画の策定にあたりまして、ご尽力を賜りました総合計画審議会委

員並びに市議会議員の皆様をはじめ、まちづくりワークショップ、まちづくり市

民アンケート、まちづくり夢・未来作文及び絵画などを通じて、貴重なご意見、

ご提言をいただきました市民の皆様に心からお礼を申し上げます。

平成30年3月　　　　

大垣市長　小川 敏

未来の本市のあるべき姿を示した、市政運営の指針となるものです。
期間：2018年度～2047年度（30年間）

基本構想の実現のための施策を体系的に定めた、市政運営を総合的
かつ計画的に進めていくためのものです。
期間：第１期から第６期、5年間毎に区分して策定

基本計画に示した施策を計画的かつ効率的に実施するため、具体的
な事業を示したものです。
期間：計画期間は1年間とし、毎年度策定

基本構想

実施計画

基本計画

みんなで創る　希望あふれる
産業文化都市をめざして
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まちづくり夢・未来作文

一般の部（特選）

「大垣の農業を守るために」
廣瀬 敬之　　

　　
　大垣は「水の都」と呼ばれるほど水が豊富で、それを生かした農業が行われています。しか
し、人口減少・少子高齢化社会となると、農業の担い手も少なくなり、それにより、大垣の田畑
の風景も少なくなってしまいます。
　水田を埋め立て、家が建てられる光景を時々見ます。家が建ち、人が増えることは良いことで
すが、それでは、美しい田園風景は壊れてしまいます。若い人に、農業へ興味をもってもらうに
は、やはり体験が必要だと思います。農業の体験が少なく、どのようなものなのかよく分かって
いない人も多いと思います。そこで、若い人に農業を体験してもらうためのイベントを開催する
のが効果的だと思います。農業を体験することで、若い人たちに、農業の楽しさや、やりがいな
どが伝われば、将来農業への道を志す人も増えてくると思います。
　 ｢ 水の都」の美しい田畑の風景を守るために、若い人が農業の担い手として、活躍する必要が
あると思います。

中学生の部（特選）

「スポーツのまち大垣」
赤坂中学校　3年　田部 皆登　　

　　
　僕が考える未来の大垣市は、「スポーツのまち大垣」です。
　スポーツというものは多くの人々を魅了するとともに、多くの人を集めることのできるものだ
からです。
　まず僕が考える一つの取り組みとしては、大垣駅周辺にトレーニングジムを設立し、その周辺
に、食に関する施設も増やすことで、駅周辺をトレーニングセンターのようにすることです。駅
を中心にすることで、市外の人々や、県外の人々を招くことができ、大垣の知名度も上がり、人
が集い、まち全体の活性化につながると考えます。
　もう一つは、上石津や赤坂の自然を生かしたスポーツを目玉にしていくことです。山といえ
ば、トレッキングやクライミングなどの施設や設備を整え、子供からお年寄りまでの誰もが自然
と一体のスポーツを体験し、自然とふれあいながら大垣を知ってもらうことが良いのではないか
と思います。だから、「スポーツのまち大垣」を作り上げたいと思います。

（学校名、学年は募集時のもの）

1

第 1章　序　　論
１　大垣市未来ビジョンの構成と計画期間

２　目標人口
　基本構想の目標年次である2047年度の目標人口を、15万4千人とします。

基本計画 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

実施計画

2043～20472023～2027 2028～2032 2033～20372018～2022 2038～2042

基本構想

区　　分

（年度）

100,000 （年）
2060

170,000

160,000

150,000

140,000

130,000

120,000

110,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

（資料：大垣市人口ビジョン）

社会保障 ・ 人口問題研究所推計
市による独自推計

人
口 （
人
）

154,000

未来の本市のあるべき姿を示した、市政運営の指針となるものです。
期間：2018年度～2047年度（30年間）

基本構想の実現のための施策を体系的に定めた、市政運営を総合的
かつ計画的に進めていくためのものです。
期間：第１期から第６期、5年間毎に区分して策定

基本計画に示した施策を計画的かつ効率的に実施するため、具体的
な事業を示したものです。
期間：計画期間は1年間とし、毎年度策定

基本構想

実施計画

基本計画
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３　土地利用方針
　本市は、日本列島のほぼ中央に位置し、名古屋までは約44㎞、大阪までが約146㎞と大都市
圏に近い生活圏の中に位置しています。本市の面積は、206.57㎢ですが、合併により飛び地に
なっており、東に墨俣地域、南西には上石津地域があります。市域は揖斐川、長良川など多く
の一級河川が流れる水郷地帯となっています。
　基本構想に定めた未来都市像の実現に向けては、それぞれの地域特性を踏まえながら、人口
減少・少子高齢化社会の進行や社会経済情勢の変化など、様々な課題を考慮した土地利用が必
要となります。
　未来ビジョンでは、第五次総合計画における都市構造を継承し、次のとおり、土地利用方針
を定めます。

⑴　都市的土地利用
　都市計画区域である大垣地域及び墨俣地域については、 ｢大垣市都市計画マスタープラン｣
に基づいた土地利用を推進し、都市の活力を維持していくため、集約型都市構造への転換を考
慮して、住宅等が密集した市街地の安全性の強化や、道路・公園等の都市基盤の整備を進める
とともに、教育・福祉・文化施設等の環境が整った市街地の形成を図ります。
　また、都市機能の拠点の拡充・整備に向け、中心市街地の再生、名神高速道路や東海環状自
動車道、国道などへのアクセス性を生かした産業や商業の誘導などを図ります。

⑵　自然的土地利用
　上石津地域については、緑の里山や森林資源など、恵まれた自然環境の保全と、その環境を
生かした土地利用を図るとともに、地域振興に資する土地利用を推進します。
　揖斐川、長良川、牧田川、杭瀬川、犀川などの各河川の水辺については、河川敷を生かし、
人と自然とのふれあいの場を創出します。
　市街化調整区域などについては、農業の振興を図るため、農地の保全・再整備を進めるとと
もに、良好な農村景観の保全・再生、集落の生活環境の整備、小河川等の水辺の環境整備など
を進めます。
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No. 分　　野 目標指標名
基　　準 目 標 値

（2022年度）年　　度 基 準 値
33 治水 第2次治水10か年計画における内水排除

対策整備着手箇所数（箇所） 2016 10 22

34 防災 自主防災組織防災訓練実施件数（件） 2016 120 130
35 防災行政無線数（基） 2016 156 174
36 非常食備蓄数（食） 2016 39,940 42,000
37 消防・救急 消防団団員数（人） 2016 681 700
38 バイスタンダーＣＰＲ実施率（％） 2016 41.0 50.0
39 生活安全 刑法犯認知件数（件） 2016 1,518 1,400
40 ＬＥＤ交通安全灯設置数（灯） 2016 4,288 6,638
41 消費生活講座受講者満足度（％） 新規 ― 90.0
42 生活環境 公共施設における二酸化炭素排出量削減

率（％） 2014 ― 5.0

43 大気・水質・騒音環境基準達成率（％） 2016 92.3 93.0
44 環境ボランティア活動・衛生パトロール

におけるごみ回収量（kg） 2016 64,450 60,000

45 廃棄物 一人一日当たりのごみ排出量（g） 2016 906 858
46 ごみの資源化率（％） 2014 28.8 28.8
47 生活排水処理率（％） 2016 86.4 88.9
48 健康 一日の自分の歩数を知っている人の割合

（％） 2016 29.4 34.0

49 予防接種率（％） 2016 75.8 80.0
50 医療 市民病院医療従事者数（人） 2016 1,202 1,377
51 小児夜間救急室認知度（％） 2016 94.3 95.5
52 地域福祉 ボランティア市民活動支援センターに登

録するボランティア団体数（団体） 2016 134 139

53 地域福祉施設利用者数（人） 2014 84,549 85,200
54 障がい者（児）福祉 障害福祉サービス利用計画相談者数

（人） 2016 1,015 1,075

55 就労移行支援実利用者数（人） 2016 78 98
56 障がい者サポーター登録者数（人） 2016 212 550
57 スマイルブック所持者数（人） 2016 1,737 2,637
58 高齢者福祉 前期高齢者における要介護認定率（％） 2016 2.64 2.52
59 認知症サポーター数（人） 2016 11,583 15,800
60 社会保障 国民健康保険料収納率（％） 2016 91.24 91.99
61 生活困窮者自立支援事業におけるプラン

作成件数（件） 2016 48 60

62 人権 差別のない社会ができていると感じてい
る人の割合（％） 新規 ― 80.0

63 人権講座・研修会への参加者数（人） 2016 649 700
64 男女共同参画・

多文化共生
男女共同参画が進んでいると感じている
人の割合（％） 新規 ― 80.0

65 外国人に対するメール配信サービス登録
率（％） 2016 23.2 33.0
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第２章　基本構想
１　未来都市像
　明確な未来像を想像し、それに向けて事業を進めるのと、そうでない場合では、未来の都市
の姿は大きく異なると考えます。そこで、現代の子どもたちが主役となる30年後の本市のある
べき姿「未来都市像」を「みんなで創る　希望あふれる産業文化都市」として定めます。

２　未来のピース
　未来都市像を実現するため、未来都市像を構成するまちの姿を ｢未来のピース｣ として定め
ます。これには、パズルのように、ピース全てがそろうことで「みんなで創る　希望あふれる
産業文化都市」が実現するという思いが込められています。

３　基本構想の体系図

・子育てするならこのまちで
・学びが大切にされるまち
・人生に彩をもたらす
・郷土・文化を愛する

みんなが
成長するまち

・住みやすい地域
・魅力的な都心環境
・やすらぎの空間とまちなみ
・快適な上下水道
・便利な交通網
・人にやさしい道路
・情報通信がくらしを変える

みんなが
住みやすいまち

みんなで創る
【未来都市像】

希望あふれる産業文化都市

現代の子どもたちが主役となる

30年後の本市のあるべき姿

・産業の振興
・地域の資源を生かす
・行ってみたくなるまち

みんなが
元気なまち

・健康を守る医療
・健康づくりの意識向上
・つながり、支えあう
・多文化・多世代でつながる

みんなが
あったかいまち

・市民一人ひとりが主役
・地域コミュニティ
・まちとまちをつなぐ

みんなが
主役のまち

・災害に強いまち
・安心・安全なまち
・自然とともにくらす
・良好な環境の保全

みんなが
安心するまち

ピース1

ピース4
ピース5

ピース6

ピース2
ピース3
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第３章　第１期基本計画
第１節 第１期基本計画の概要

１　目　　的
　この計画は、基本構想にて定めた未来のピース毎に施策を体系的に定め、未来都市像に向
かって、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくために策定するものです。

２　期　　間
　この計画は、2018年度を初年度とし、2022年度を目標年次とする5か年の計画です。

３　構　　成

⑴　未来創造戦略
　基本構想の実現に向け、重点的に取り組むべき戦略を示します。

⑵　分野別計画
　未来のピース毎に施策を体系化し、計画期間内において取り組む施策の概要等を示したもの
です。

第２節 未来創造戦略

　人口減少・少子高齢化社会の進行や社会経済情勢の変化、市民ニーズの多様化等に対し、限
られた財源を最大限に有効活用し、迅速かつ的確に対応するため、計画期間内において重点的
に取り組むべき戦略を示します。

１　安心できるまちづくり

　南海トラフ巨大地震や水害等の災害に強いまちづくりを推進するため、新庁舎や排水機
場などの防災に係る施設の整備を着実に進めるとともに、新庁舎を防災の拠点とした防災
体制の強化や消防団の充実により、地域全体の防災力の向上を図ります。
　また、くらしの面においても、日常生活に欠かすことのできない養老鉄道への支援と活
用、防犯・交通安全・空き家対策の充実を図るとともに、都市基盤の計画的な整備や環境
保全を推進し、安心で快適な生活環境づくりを進めま
す。
　さらに、障がいや加齢に伴うくらしの不安がない健康
長寿のまちづくりに向け、市民の健康づくりや生きがい
づくり活動の積極的な支援を推進するとともに、市民病
院と地域医療機関の連携や、地域包括ケアシステムをは
じめとした地域福祉の充実を図ります。
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⑴　市民協働

①　めざす姿
市民一人ひとりが主体的にまちづくりに参加
できるまち

②　施　　策
1）　市民協働の推進
◆　市民活動団体への支援
◆　市民活動団体との協働事業の推進
◆　市民活動団体間の連携・協力の促進

2）　地域自治活動の促進
◆　自治会活動への支援
◆　地区センターの整備

⑵　行政経営

①　めざす姿
市民に信頼される西美濃地域の中心都市

②　施　　策
1）　開かれた行政の推進
◆　広報活動の充実
◆　市政への市民意見の反映

2）　行政資源の最適化及び効率化の推進
◆　公共施設等総合管理計画の推進
◆　予算の最適配分と適正執行
◆　ロボットやＡＩを活用した市民サービスの研究

3）　地方分権への対応
◆　権限移譲等への対応
◆　広域連携の推進
◆　大学等との連携の推進

ロボットによる観光案内

かがやきライフタウン大垣　春のつどい

5

２　元気があるまちづくり

　郭町東西街区の市街地再開発をはじめとした中心市街地の再生、県内有数の産業都市と

しての地域特性を生かした既存産業の活性化や企業誘致の促進による雇用の創出、特産農

産物の発掘や6次産業化などの新たな農林業への取り組みなどを推進するとともに、産業

のみならず福祉・介護など様々な分野においてロボットやＡＩなどの先端技術の活用を促

進し、地域全体の活力創造を図ります。

　また、ユネスコ無形文化遺産に登録された「大垣祭の 行事」をはじめとする歴史的・

文化的な資源や豊かな自然、アニメなどの様々な

地域資源の活用や、周辺自治体等との連携による

広域観光を推進し、国内・海外からの集客により

交流人口の増加を図り、若者なども楽しめる賑わ

いのあるまちづくりを進めます。

　さらに、市民と行政の協働による活力あるまち

づくりを推進するため、市民が主体的にまちづく

りに参画できる環境づくりに努めます。

３　楽しく子育てができるまちづくり

　人口減少・少子高齢化社会に対応するため、幼保園の整備や子育て総合支援センターの

充実、子ども医療費無料化などの施策により、「子育て日本一のまち」の取り組みの更な

る充実を図るとともに、若者や子育て世代を中心とした移住・定住人口の増加を図り、大

垣で子育てがしたい、大垣で子育てして良かったと思われるまちづくりを進めます。

　さらに、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和がとれた子どもを育むために、英語

教育やＩＣＴを活用した教育の推進、特別な配慮

を必要とする子どもへの支援、学校トイレの洋式

化などによる快適な教育環境づくりに努めるとと

もに、学校や幼保園・保育園・幼稚園、家庭、地

域等が協力し、地域全体で未来の大垣を担う子ど

もの成長を支援します。
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第３節 分野別計画

⑴　土地利用・市街地

①　めざす姿
地域の特性にあわせたくらしやすい環境が
整ったまち

②　施　　策
1）　土地利用の誘導
◆　地区計画事業の推進
◆　居住や都市機能の誘導

2）　市街地の整備
◆　郭町東西街区市街地再開発の推進
◆　まちなか住宅取得への支援

⑵　住 生 活

①　めざす姿
安心してくらせる居住環境が整ったまち

②　施　　策
1）　建築物の安全対策
◆　耐震診断の促進
◆　耐震補強への支援

2）　公営住宅等の維持管理
◆　市営住宅の長寿命化
◆　市営住宅の維持管理
◆　住みかえの推進

3）　空き家対策の推進
◆　空き家所有者等への適切な指導
◆　空き家なんでも相談会の開催
◆　空き家バンクの運用

⑶　景観・公園・緑化

①　めざす姿
愛着をもてる良好な景観と身近で気軽に利用
できる憩いの場が充実したまち

②　施　　策
1）　良好な景観の形成
◆　建築物の修景整備の支援
◆　景観遺産、景観自慢の促進

2）　公園・緑地の整備
◆　身近な公園の整備
◆　公園プレーパークの推進

3）　緑化の推進
◆　緑化意識の啓発
◆　市民協働による緑化活動の推進

⑷　水道・下水道

①　めざす姿
安全で安心なおいしい水道水が利用できると
ともに、下水道が整備された衛生的なくらし
ができるまち

②　施　　策
1）　上水道の整備
◆　水道施設の耐震化の推進
◆　計画的な施設整備と適切な水質管理
◆　水道事業の安定経営

2）　下水道の整備
◆　下水道の普及促進
◆　下水道施設の改築更新の推進

大垣駅南街区広場イメージ図

中山道赤坂宿の景観
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⑴　子育て支援

①　めざす姿
安心して子どもを生み、楽しく子育てができ
るまち

②　施　　策
1）　母子保健サービスの充実
◆　不妊治療への支援
◆　乳幼児健康診査の充実

2）　乳幼児期の保育・教育の充実
◆　保育人材の確保及び育成
◆　幼保園、保育園、幼稚園の整備
◆　保育及び幼児教育の充実

3）　子育て支援の充実
◆　子育て世帯への経済的支援
◆　ひとり親家庭への支援
◆　留守家庭児童教室の充実

4）　子育て支援拠点等の充実
◆　親子の交流の場の充実
◆　利用者支援の充実

⑵　青少年健全育成

①　めざす姿
子どもを育むための学習機会や家庭教育が充
実し、社会環境が整備された、地域ぐるみで
青少年を育てるまち

②　施　　策
1）　健全な青少年の育成
◆　少年リーダーの育成
◆　子ども会活動への支援

2）　健全な社会環境づくりの推進
◆　青少年活動団体等への支援
◆　非行防止活動の充実
◆　家庭教育の推進

⑶　学校教育

①　めざす姿
充実した学校生活を通して、健やかな心と体
をもつ子どもが育つまち

②　施　　策
1）　学力向上の推進
◆　英語教育の充実
◆　少人数指導の推進
◆　教員の指導力向上

2）　健全な心と体の育成
◆　道徳、人権教育の充実
◆　子どもの体力向上
◆　ふるさと大垣科の充実

3）　多様なニーズに応じた教育の推進
◆　特別支援教育の充実
◆　外国人の子どもへの支援

4）　教育環境の整備
◆　学校施設及び設備の整備
◆　育英資金制度の充実

タブレット端末を活用した授業

三城幼保園イメージ図
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⑸　総合交通・道路

①　めざす姿
安全で利便性の高い公共交通網と道路環境が
整ったまち

②　施　　策
1）　公共交通の利用促進
◆　養老線等への支援
◆　公共交通機関への支援
◆　公共交通の利用促進

2）　道路環境の整備
◆　東海環状自動車道及び国道・県道の整備促進
◆　市道の新設改良の推進

3）　道路安全対策の推進
◆　道路ストックの点検及び整備推進
◆　通学路安全対策の推進

⑹　移住・定住

①　めざす姿
若者をはじめ子育て世代が移り住みたくなる
まち

②　施　　策
1）　都市プロモーションの推進
◆　移住定住施策のプロモーションの推進

2）　移住・定住の促進
◆　子育て世代を中心とした移住・定住の促進

⑺　情報通信

①　めざす姿
ＩＣＴの分野で活躍できる人材が育つととも
に、ＩＣＴを活用した利便性の高いくらしが
できるまち

②　施　　策
1）　ＩＣＴ人材の育成
◆　ＩＣＴ講座や研修の充実
◆　教育・保育現場におけるＩＣＴの活用

2）　ＩＣＴ利活用の推進
◆　行政サービスの電子化の推進
◆　ＩＣＴによる行政情報発信の推進
◆　オープンデータの利用促進

養老鉄道の車輌

こどもＩＣＴ講座

家族みんなでくらすなら大垣市
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⑴　産　　業

①　めざす姿
ものづくり産業を中心として、活力ある成長
産業が充実したまち

②　施　　策
1）　産業活性化の推進
◆　企業支援制度の充実と強化
◆　新産業の創出
◆　ビジネスサポートセンターの設置
◆　工業団地の推進

2）　人材の確保・育成
◆　ものづくり講座の開催
◆　ものづくりリーダーの育成

⑵　商　　業

①　めざす姿
活力と魅力ある商店が充実した、賑わいのあ
るまち

②　施　　策
1）　中心市街地の活性化
◆　商店街活性化の推進
◆　空き店舗対策の推進
◆　郭町東西街区市街地再開発の推進

2）　商業の活性化
◆　商工業団体の育成支援

3）　市場機能の維持
◆　市場開放の開催
◆　市場施設の維持管理

⑶　農　　業

①　めざす姿
農業に意欲的な担い手が育ち、様々な農業分
野で活躍の場があるまち

②　施　　策
1）　農産物の生産振興
◆　新たな特産品の発掘
◆　特色ある農産物の生産振興

2）　生産基盤の確保
◆　農業施設の整備
◆　鳥獣害対策の推進

3）　担い手の確保・育成
◆　認定農業者への支援
◆　新規就農者への支援

4）　地産地消の推進
◆　6次産業化の推進
◆　地元農産物の利用促進

「ロボフェスおおがき」でのロボット製作教室

中心市街地商店街元気ハツラツ市

日本一の生産量を誇るカミツレ
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⑴　健　　康

①　めざす姿
多くの市民が健康を意識し、主体的に健康づ
くりに取り組むことができるまち

②　施　　策
1）　健康づくりの推進
◆　健康診査及び健康相談の充実
◆　健康づくり活動の促進
◆　食育の推進

2）　感染症予防の促進
◆　感染症に関する意識啓発の推進
◆　予防接種の実施

⑵　医　　療

①　めざす姿
安心して適切な医療を受けられる環境が整っ
たまち

②　施　　策
1）　良質な医療の提供
◆　市民病院と地域医療機関の連携強化
◆　市民病院における医療従事者の確保
◆　市民病院の施設及び設備の充実

2）　救急医療体制の充実
◆　救命救急センターの充実
◆　小児夜間救急室及び休日診療所の開設
◆　ＡＥＤの適切な設置

⑶　地域福祉

①　めざす姿
地域の住民がお互いに助けあい支えあえるま
ち

②　施　　策
1）　地域福祉の推進
◆　ボランティア活動への支援
◆　民生委員・児童委員活動の充実
◆　地域福祉を担う団体への支援
◆　ＤＶ被害の防止

2）　福祉施設の充実
◆　福祉施設の利用促進
◆　福祉施設の整備

⑷　障がい者（児）福祉

①　めざす姿
障がい者が住みなれた地域で、自立したくら
しができるまち

②　施　　策
1）　自立した生活への支援
◆　相談支援体制の充実
◆　生活支援サービスの充実

2）　就労への支援
◆　就労支援の充実
◆　雇用環境の充実

3）　社会参加の促進
◆　社会参加支援の充実
◆　権利擁護の推進
◆　障がい者サポーター制度の普及促進

4）　障がい児への支援
◆　障がい児への支援
◆　ひまわり学園の改築の検討

ロボットを使用した手術

障がい者サポーター制度シンボルマーク
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⑷　森林・林業

①　めざす姿
豊かな山林が育ち、またその山林が資源とし
ても活用される環境が整ったまち

②　施　　策
1）　森林の整備
◆　間伐対策の推進
◆　林道の適正な維持管理

2）　森林資源の利活用
◆　森林資源の利用促進
◆　里山の保全及び利用の促進

⑸　観　　光

①　めざす姿
行ってみたくなる・また来たくなる観光資源
が創出され、多くの人で賑わうまち

②　施　　策
1）　観光の振興
◆　観光イベントの充実
◆　歴史、文化、自然等の地域資源の利活用促進
◆　クールおおがきの推進

2）　観光交流の促進
◆　観光宣伝啓発の推進
◆　外国人観光客の取り込み

⑹　労　　働

①　めざす姿
地元で安心して働くことができ、充実したく
らしができるまち

②　施　　策
1）　就労支援の推進
◆　広域的な就労支援事業の推進
◆　雇用・就労支援センターの充実
◆　地元就職の促進

2）　勤労者福祉の充実
◆　勤労者福祉サービスセンター等への支援
◆　勤労者の生活安定に向けた支援

紅葉が美しい「多良峡森林公園」

大垣まつり

雇用・就労支援センター「ワークプラザおおがき」
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⑴　治　　水

①　めざす姿
浸水被害や土砂災害のリスクが低減され、安
心したくらしができるまち

②　施　　策
1）　水害対策の推進
◆　国及び県管理の河川整備の促進
◆　主要幹線排水路の整備
◆　排水機場の整備
◆　排水機場の自動運転化及び遠方監視システム
の構築

◆　民間開発における透水性舗装への支援
◆　急傾斜地崩壊対策の推進

⑵　防　　災

①　めざす姿
新庁舎を防災の中心拠点とした体制が整うと
ともに、市民の防災意識が高まり、地域が一
体となって災害に備えているまち

②　施　　策
1）　防災力の向上
◆　防災訓練の充実
◆　自主防災組織の充実
◆　市民の防災意識啓発

2）　防災体制の整備
◆　新庁舎の整備
◆　防災行政無線の整備
◆　ＩＣＴ等を活用した新たな情報伝達体制の整
備・検討

3）　災害時支援体制の充実
◆　要配慮者の支援体制の充実　
◆　避難所運営・防災施設及び備蓄等の充実
◆　災害時応援協定等の充実

⑶　消防・救急

①　めざす姿
信頼される体制のもと、安心したくらしがで
きるまち

②　施　　策
1）　消防体制の充実
◆　消防施設及び設備の整備　
◆　消防団員・学生消防団員の加入促進

2）　救急救助体制の充実
◆　救急施設及び設備の整備　
◆　救急講座の充実

ＡＥＤの使用方法を学ぶ救命講習

総合防災訓練

整備された排水路「北方 1号幹線排水路」
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⑷　生活安全

①　めざす姿
犯罪や事故の少ない、安心したくらしができ
るまち

②　施　　策
1）　防犯対策の充実
◆　さわやかみまもりＥｙｅの充実
◆　さわやかパトロールの充実

2）　交通安全対策の充実
◆　交通安全施設の整備
◆　放置自転車対策の推進

3）　消費者の安全確保
◆　消費生活相談窓口の充実
◆　消費者への情報提供の充実

⑸　生活環境

①　めざす姿
美しい生活環境が整ったまち

②　施　　策
1）　地球温暖化対策の推進
◆　新エネルギーの利活用促進
◆　省エネルギー活動の促進

2）　環境保全の推進
◆　継続的な公害監視
◆　地下水の汚染防止
◆　自然環境の保全

3）　環境衛生の向上
◆　斎場・墓地の管理
◆　環境美化活動の促進
◆　衛生パトロールの実施
◆　アダプト制度の普及

⑹　廃 棄 物

①　めざす姿
ごみが少なく、資源が効率よく循環された、
環境にやさしいまち

②　施　　策
1）　廃棄物処理体制の充実
◆　クリーンセンターの安定稼働
◆　一般廃棄物最終処分場整備の検討

2）　ごみ排出の抑制とリサイクルの推進
◆　4Ｒ活動の推進
◆　不法投棄対策の推進
◆　ごみの減量化及び資源化の推進

3）　生活排水対策の推進
◆　下水道及び合併処理浄化槽の普及促進
◆　処理汚泥の最終処分量の低減

さわやかみまもりＥｙｅ

八幡神社の自噴水

リサイクルセンターでの仕分け作業
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⑴　健　　康

①　めざす姿
多くの市民が健康を意識し、主体的に健康づ
くりに取り組むことができるまち

②　施　　策
1）　健康づくりの推進
◆　健康診査及び健康相談の充実
◆　健康づくり活動の促進
◆　食育の推進

2）　感染症予防の促進
◆　感染症に関する意識啓発の推進
◆　予防接種の実施

⑵　医　　療

①　めざす姿
安心して適切な医療を受けられる環境が整っ
たまち

②　施　　策
1）　良質な医療の提供
◆　市民病院と地域医療機関の連携強化
◆　市民病院における医療従事者の確保
◆　市民病院の施設及び設備の充実

2）　救急医療体制の充実
◆　救命救急センターの充実
◆　小児夜間救急室及び休日診療所の開設
◆　ＡＥＤの適切な設置

⑶　地域福祉

①　めざす姿
地域の住民がお互いに助けあい支えあえるま
ち

②　施　　策
1）　地域福祉の推進
◆　ボランティア活動への支援
◆　民生委員・児童委員活動の充実
◆　地域福祉を担う団体への支援
◆　ＤＶ被害の防止

2）　福祉施設の充実
◆　福祉施設の利用促進
◆　福祉施設の整備

⑷　障がい者（児）福祉

①　めざす姿
障がい者が住みなれた地域で、自立したくら
しができるまち

②　施　　策
1）　自立した生活への支援
◆　相談支援体制の充実
◆　生活支援サービスの充実

2）　就労への支援
◆　就労支援の充実
◆　雇用環境の充実

3）　社会参加の促進
◆　社会参加支援の充実
◆　権利擁護の推進
◆　障がい者サポーター制度の普及促進

4）　障がい児への支援
◆　障がい児への支援
◆　ひまわり学園の改築の検討

ロボットを使用した手術

障がい者サポーター制度シンボルマーク



8

⑴　産　　業

①　めざす姿
ものづくり産業を中心として、活力ある成長
産業が充実したまち

②　施　　策
1）　産業活性化の推進
◆　企業支援制度の充実と強化
◆　新産業の創出
◆　ビジネスサポートセンターの設置
◆　工業団地の推進

2）　人材の確保・育成
◆　ものづくり講座の開催
◆　ものづくりリーダーの育成

⑵　商　　業

①　めざす姿
活力と魅力ある商店が充実した、賑わいのあ
るまち

②　施　　策
1）　中心市街地の活性化
◆　商店街活性化の推進
◆　空き店舗対策の推進
◆　郭町東西街区市街地再開発の推進

2）　商業の活性化
◆　商工業団体の育成支援

3）　市場機能の維持
◆　市場開放の開催
◆　市場施設の維持管理

⑶　農　　業

①　めざす姿
農業に意欲的な担い手が育ち、様々な農業分
野で活躍の場があるまち

②　施　　策
1）　農産物の生産振興
◆　新たな特産品の発掘
◆　特色ある農産物の生産振興

2）　生産基盤の確保
◆　農業施設の整備
◆　鳥獣害対策の推進

3）　担い手の確保・育成
◆　認定農業者への支援
◆　新規就農者への支援

4）　地産地消の推進
◆　6次産業化の推進
◆　地元農産物の利用促進

「ロボフェスおおがき」でのロボット製作教室

中心市街地商店街元気ハツラツ市

日本一の生産量を誇るカミツレ
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⑸　高齢者福祉

①　めざす姿
高齢者が住みなれた地域で、健康で生きがい
をもったくらしができるまち

②　施　　策
1）　生きがい・健康づくりの推進
◆　介護予防の推進
◆　老人クラブ・シルバー人材センターへの支援

2）　自立した生活への支援
◆　在宅介護サービスの充実
◆　在宅医療・介護連携の推進
◆　認知症施策の推進

⑹　社会保障

①　めざす姿
くらしの安心が確保されたまち

②　施　　策
1）　社会保障制度の適正な運用
◆　国民健康保険制度の適正な運用
◆　後期高齢者医療制度の適正な運用
◆　国民年金相談の充実

2）　生活困窮者の自立への支援
◆　生活困窮者自立支援の推進
◆　生活保護の適正実施

⑺　人　　権

①　めざす姿
市民一人ひとりがお互いを認めあう心をも
つ、人権意識の高いまち

②　施　　策
1）　人権尊重の推進
◆　相談体制の充実
◆　関係機関・団体等との連携・協力の強化

2）　人権教育の推進
◆　講演会・講座等による人権教育の推進

⑻　男女共同参画・多文化共生

①　めざす姿
多くの市民が、性別や国籍にとらわれず、お
互いを尊重しあえるまち

②　施　　策
1）　男女共同参画の推進
◆　男女共同参画の啓発の推進　
◆　女性人材の育成支援
◆　ワーク・ライフ・バランスの促進

2）　多文化共生の推進
◆　外国人市民の日本語学習の支援
◆　外国人市民に対する相談体制と情報提供の充実

人権街頭啓発活動

介護予防教室
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⑴　子育て支援

①　めざす姿
安心して子どもを生み、楽しく子育てができ
るまち

②　施　　策
1）　母子保健サービスの充実
◆　不妊治療への支援
◆　乳幼児健康診査の充実

2）　乳幼児期の保育・教育の充実
◆　保育人材の確保及び育成
◆　幼保園、保育園、幼稚園の整備
◆　保育及び幼児教育の充実

3）　子育て支援の充実
◆　子育て世帯への経済的支援
◆　ひとり親家庭への支援
◆　留守家庭児童教室の充実

4）　子育て支援拠点等の充実
◆　親子の交流の場の充実
◆　利用者支援の充実

⑵　青少年健全育成

①　めざす姿
子どもを育むための学習機会や家庭教育が充
実し、社会環境が整備された、地域ぐるみで
青少年を育てるまち

②　施　　策
1）　健全な青少年の育成
◆　少年リーダーの育成
◆　子ども会活動への支援

2）　健全な社会環境づくりの推進
◆　青少年活動団体等への支援
◆　非行防止活動の充実
◆　家庭教育の推進

⑶　学校教育

①　めざす姿
充実した学校生活を通して、健やかな心と体
をもつ子どもが育つまち

②　施　　策
1）　学力向上の推進
◆　英語教育の充実
◆　少人数指導の推進
◆　教員の指導力向上

2）　健全な心と体の育成
◆　道徳、人権教育の充実
◆　子どもの体力向上
◆　ふるさと大垣科の充実

3）　多様なニーズに応じた教育の推進
◆　特別支援教育の充実
◆　外国人の子どもへの支援

4）　教育環境の整備
◆　学校施設及び設備の整備
◆　育英資金制度の充実

タブレット端末を活用した授業

三城幼保園イメージ図
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第３節 分野別計画

⑴　土地利用・市街地

①　めざす姿
地域の特性にあわせたくらしやすい環境が
整ったまち

②　施　　策
1）　土地利用の誘導
◆　地区計画事業の推進
◆　居住や都市機能の誘導

2）　市街地の整備
◆　郭町東西街区市街地再開発の推進
◆　まちなか住宅取得への支援

⑵　住 生 活

①　めざす姿
安心してくらせる居住環境が整ったまち

②　施　　策
1）　建築物の安全対策
◆　耐震診断の促進
◆　耐震補強への支援

2）　公営住宅等の維持管理
◆　市営住宅の長寿命化
◆　市営住宅の維持管理
◆　住みかえの推進

3）　空き家対策の推進
◆　空き家所有者等への適切な指導
◆　空き家なんでも相談会の開催
◆　空き家バンクの運用

⑶　景観・公園・緑化

①　めざす姿
愛着をもてる良好な景観と身近で気軽に利用
できる憩いの場が充実したまち

②　施　　策
1）　良好な景観の形成
◆　建築物の修景整備の支援
◆　景観遺産、景観自慢の促進

2）　公園・緑地の整備
◆　身近な公園の整備
◆　公園プレーパークの推進

3）　緑化の推進
◆　緑化意識の啓発
◆　市民協働による緑化活動の推進

⑷　水道・下水道

①　めざす姿
安全で安心なおいしい水道水が利用できると
ともに、下水道が整備された衛生的なくらし
ができるまち

②　施　　策
1）　上水道の整備
◆　水道施設の耐震化の推進
◆　計画的な施設整備と適切な水質管理
◆　水道事業の安定経営

2）　下水道の整備
◆　下水道の普及促進
◆　下水道施設の改築更新の推進

大垣駅南街区広場イメージ図

中山道赤坂宿の景観
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⑷　生涯学習

①　めざす姿
子どもから高齢者まで、生涯にわたり学び続
けることができ、生きがいをもって活動的な
くらしができるまち

②　施　　策
1）　生涯学習の推進
◆　かがやき成人学校の充実　
◆　スイトピアセンターの整備

2）　社会教育の推進
◆　地域の課題解決に向けた学習機会の充実　
◆　地域の学校支援活動の充実

3）　図書館の充実
◆　図書館施設の充実　
◆　図書資料の整備と充実
◆　歴史文化資料の保存と活用

⑸　生涯スポーツ

①　めざす姿
生涯にわたりスポーツを身近に感じ、スポー
ツを楽しめる環境が整ったまち

②　施　　策
1）　生涯スポーツの振興
◆　コミュニティスポーツの充実　
◆　少年期のスポーツ活動の振興

2）　競技スポーツの振興
◆　スポーツ団体への支援
◆　指導者育成の支援
◆　国際大会出場選手の育成支援

3）　スポーツ環境の充実
◆　体育施設等の整備・充実
◆　学校体育施設の開放

⑹　文化振興

①　めざす姿
芸術文化や歴史に親しみ、ふるさとに愛着と
誇りを感じられる環境が整ったまち

②　施　　策
1）　芸術文化の振興
◆　多様な芸術に触れる機会の創出
◆　芸術文化団体との連携強化
◆　芸術文化施設の整備
◆　俳句文化の振興
◆　市民会館の改築の検討

2）　文化財の保護・活用
◆　伝統文化の保存及び伝承への支援
◆　文化財の保存及び公開・活用

3）　ふるさと文化の高揚
◆　郷土作家等の作品、資料等の収集及び公開・
活用

◆　先賢の偉業の顕彰
◆　大垣まるごとミュージアム構想の推進

大垣市民総合体育大会

国指定史跡「昼飯大塚古墳」
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⑴　市民協働

①　めざす姿
市民一人ひとりが主体的にまちづくりに参加
できるまち

②　施　　策
1）　市民協働の推進
◆　市民活動団体への支援
◆　市民活動団体との協働事業の推進
◆　市民活動団体間の連携・協力の促進

2）　地域自治活動の促進
◆　自治会活動への支援
◆　地区センターの整備

⑵　行政経営

①　めざす姿
市民に信頼される西美濃地域の中心都市

②　施　　策
1）　開かれた行政の推進
◆　広報活動の充実
◆　市政への市民意見の反映

2）　行政資源の最適化及び効率化の推進
◆　公共施設等総合管理計画の推進
◆　予算の最適配分と適正執行
◆　ロボットやＡＩを活用した市民サービスの研究

3）　地方分権への対応
◆　権限移譲等への対応
◆　広域連携の推進
◆　大学等との連携の推進

ロボットによる観光案内

かがやきライフタウン大垣　春のつどい
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第３章　第１期基本計画
第１節 第１期基本計画の概要

１　目　　的
　この計画は、基本構想にて定めた未来のピース毎に施策を体系的に定め、未来都市像に向
かって、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくために策定するものです。

２　期　　間
　この計画は、2018年度を初年度とし、2022年度を目標年次とする5か年の計画です。

３　構　　成

⑴　未来創造戦略
　基本構想の実現に向け、重点的に取り組むべき戦略を示します。

⑵　分野別計画
　未来のピース毎に施策を体系化し、計画期間内において取り組む施策の概要等を示したもの
です。

第２節 未来創造戦略

　人口減少・少子高齢化社会の進行や社会経済情勢の変化、市民ニーズの多様化等に対し、限
られた財源を最大限に有効活用し、迅速かつ的確に対応するため、計画期間内において重点的
に取り組むべき戦略を示します。

１　安心できるまちづくり

　南海トラフ巨大地震や水害等の災害に強いまちづくりを推進するため、新庁舎や排水機
場などの防災に係る施設の整備を着実に進めるとともに、新庁舎を防災の拠点とした防災
体制の強化や消防団の充実により、地域全体の防災力の向上を図ります。
　また、くらしの面においても、日常生活に欠かすことのできない養老鉄道への支援と活
用、防犯・交通安全・空き家対策の充実を図るとともに、都市基盤の計画的な整備や環境
保全を推進し、安心で快適な生活環境づくりを進めま
す。
　さらに、障がいや加齢に伴うくらしの不安がない健康
長寿のまちづくりに向け、市民の健康づくりや生きがい
づくり活動の積極的な支援を推進するとともに、市民病
院と地域医療機関の連携や、地域包括ケアシステムをは
じめとした地域福祉の充実を図ります。
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目標指標一覧表

No. 分　　野 目標指標名
基　　準 目 標 値

（2022年度）年　　度 基 準 値
1 土地利用・市街地 市街化区域内における居住誘導区域内の

人口密度（人／ ha） 2015 42.7 42.7

2 郭町東西街区市街地再開発事業進捗率
（％） 2016 1.0 100

3 住生活
木造住宅耐震診断件数（件） 2012〜2016

平均 75 80

4 市営住宅長寿命化実施件数（件） 2016 2 3
5 空き家等改善件数（件） 2015 8 10
6 景観・公園・緑化 景観遺産・景観自慢指定件数（件） 2016 77 85
7 一人当たりの都市公園面積（㎡） 2016 6.0 6.6
8 緑に関するイベント参加者数（人） 2016 28,600 30,700
9 水道・下水道 上水道基幹管路耐震化率（％） 2016 37.0 40.0
10 下水道普及率（％） 2016 89.0 91.5
11 総合交通・道路 自主運行バスの実車走行キロ当たりの輸

送人員（人） 2016 0.90 0.96

12 市道改良率（％） 2016 58.9 61.3
13 橋梁の長寿命化・耐震化整備数（橋） 2015 17 25
14 移住・定住 移住定住ポータルサイトアクセス数

（件） 2016 27,584 29,000

15 定住促進支援制度を利用した転入者数
（人） 2016 522 530

16 情報通信 こどもＩＣＴ講座受講者満足度（％） 2016 96.8 97.0
17 メール配信サービス登録者数（人） 2016 22,639 25,600
18 産業

企業立地奨励制度利用件数（件） 2012〜2016
平均 3 15

19 ものづくり名工塾参加者数（人） 2016 315 325
20 商業

休日歩行者・自転車通行量（人） 2012〜2016
平均 11,900 12,800

21 創業希望者支援件数（件） 2016 23 25
22 市場開放売上額（千円） 2016 13,141 14,500
23 農業 ブロッコリー作付面積（ha） 2016 20.3 25.0
24 耕作放棄地面積（ha） 2016 10.5 7.8
25 認定農業者数（経営体） 2016 58 71
26 6次産業化した品目数（件） 2016 2 11
27 森林・林業 間伐面積（ha） 2016 165 175
28 間伐材搬出量（t） 2016 200 210
29 観光 観光客数（万人） 2016 291 315
30 外国語版観光情報ホームページアクセス

総件数（件） 2016 19,228 30,000

31 労働
企業説明会・企業見学会参加者数（人） 2012〜2016

平均 2,498 2,500

32 勤労者福祉サービスセンター会員数（人） 2016 5,782 6,000
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No. 分　　野 目標指標名
基　　準 目 標 値

（2022年度）年　　度 基 準 値
33 治水 第2次治水10か年計画における内水排除

対策整備着手箇所数（箇所） 2016 10 22

34 防災 自主防災組織防災訓練実施件数（件） 2016 120 130
35 防災行政無線数（基） 2016 156 174
36 非常食備蓄数（食） 2016 39,940 42,000
37 消防・救急 消防団団員数（人） 2016 681 700
38 バイスタンダーＣＰＲ実施率（％） 2016 41.0 50.0
39 生活安全 刑法犯認知件数（件） 2016 1,518 1,400
40 ＬＥＤ交通安全灯設置数（灯） 2016 4,288 6,638
41 消費生活講座受講者満足度（％） 新規 ― 90.0
42 生活環境 公共施設における二酸化炭素排出量削減

率（％） 2014 ― 5.0

43 大気・水質・騒音環境基準達成率（％） 2016 92.3 93.0
44 環境ボランティア活動・衛生パトロール

におけるごみ回収量（kg） 2016 64,450 60,000

45 廃棄物 一人一日当たりのごみ排出量（g） 2016 906 858
46 ごみの資源化率（％） 2014 28.8 28.8
47 生活排水処理率（％） 2016 86.4 88.9
48 健康 一日の自分の歩数を知っている人の割合

（％） 2016 29.4 34.0

49 予防接種率（％） 2016 75.8 80.0
50 医療 市民病院医療従事者数（人） 2016 1,202 1,377
51 小児夜間救急室認知度（％） 2016 94.3 95.5
52 地域福祉 ボランティア市民活動支援センターに登

録するボランティア団体数（団体） 2016 134 139

53 地域福祉施設利用者数（人） 2014 84,549 85,200
54 障がい者（児）福祉 障害福祉サービス利用計画相談者数

（人） 2016 1,015 1,075

55 就労移行支援実利用者数（人） 2016 78 98
56 障がい者サポーター登録者数（人） 2016 212 550
57 スマイルブック所持者数（人） 2016 1,737 2,637
58 高齢者福祉 前期高齢者における要介護認定率（％） 2016 2.64 2.52
59 認知症サポーター数（人） 2016 11,583 15,800
60 社会保障 国民健康保険料収納率（％） 2016 91.24 91.99
61 生活困窮者自立支援事業におけるプラン

作成件数（件） 2016 48 60

62 人権 差別のない社会ができていると感じてい
る人の割合（％） 新規 ― 80.0

63 人権講座・研修会への参加者数（人） 2016 649 700
64 男女共同参画・

多文化共生
男女共同参画が進んでいると感じている
人の割合（％） 新規 ― 80.0

65 外国人に対するメール配信サービス登録
率（％） 2016 23.2 33.0
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３　土地利用方針
　本市は、日本列島のほぼ中央に位置し、名古屋までは約44㎞、大阪までが約146㎞と大都市
圏に近い生活圏の中に位置しています。本市の面積は、206.57㎢ですが、合併により飛び地に
なっており、東に墨俣地域、南西には上石津地域があります。市域は揖斐川、長良川など多く
の一級河川が流れる水郷地帯となっています。
　基本構想に定めた未来都市像の実現に向けては、それぞれの地域特性を踏まえながら、人口
減少・少子高齢化社会の進行や社会経済情勢の変化など、様々な課題を考慮した土地利用が必
要となります。
　未来ビジョンでは、第五次総合計画における都市構造を継承し、次のとおり、土地利用方針
を定めます。

⑴　都市的土地利用
　都市計画区域である大垣地域及び墨俣地域については、 ｢大垣市都市計画マスタープラン｣
に基づいた土地利用を推進し、都市の活力を維持していくため、集約型都市構造への転換を考
慮して、住宅等が密集した市街地の安全性の強化や、道路・公園等の都市基盤の整備を進める
とともに、教育・福祉・文化施設等の環境が整った市街地の形成を図ります。
　また、都市機能の拠点の拡充・整備に向け、中心市街地の再生、名神高速道路や東海環状自
動車道、国道などへのアクセス性を生かした産業や商業の誘導などを図ります。

⑵　自然的土地利用
　上石津地域については、緑の里山や森林資源など、恵まれた自然環境の保全と、その環境を
生かした土地利用を図るとともに、地域振興に資する土地利用を推進します。
　揖斐川、長良川、牧田川、杭瀬川、犀川などの各河川の水辺については、河川敷を生かし、
人と自然とのふれあいの場を創出します。
　市街化調整区域などについては、農業の振興を図るため、農地の保全・再整備を進めるとと
もに、良好な農村景観の保全・再生、集落の生活環境の整備、小河川等の水辺の環境整備など
を進めます。
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No. 分　　野 目標指標名
基　　準 目 標 値

（2022年度）年　　度 基 準 値
66 子育て支援 妊婦教室参加者数（人） 2016 369 390
67 未就学児の保育所等利用率（％） 2016 61 68
68 ファミリーサポートセンター事業利用件

数（件） 2016 3,937 3,980

69 子育て総合支援センター交流サロン利用
者数（人） 2016 43,816 44,400

70 青少年健全育成 子ども会リーダースクール参加者満足度
（％） 新規 ― 80.0

71 地域のおじさん・おばさん運動登録者数
（人） 2016 5,891 6,400

72 学校教育 授業の内容がよく分かる子どもの割合
（％） 2016 77.4 82.0

73
体力調査結果の合計点（点） 2016

小　54.88 小　55.45

中　49.34 中　50.90
74 子どもの就学に関わる特別相談会開催回

数（回） 2016 7 14

75 小中学校での教科指導等におけるＩＣＴ
機器活用率（％） 2016 11.8 20.6

76 生涯学習 生涯学習講座受講者数（人） 2016 5,264 5,400
77 学校支援ボランティア登録者数（人） 2016 720 820
78 図書貸出登録者数（人） 2016 85,319 87,100
79 生涯スポーツ コミュニティスポーツ参加者数（人） 2016 13,060 13,200
80 全国・国際大会出場者数（人） 2016 301 310
81 体育施設等利用者数（人） 2016 1,523,370 1,525,500
82 文化振興 芸術文化施設利用者数（人） 2016 888,833 904,000
83 歴史文化施設利用者数（人） 2016 196,069 216,000
84 郷土作家・先賢に関する事業数（件） 2016 23 25
85 市民協働 市民活動団体登録数（団体） 2016 234 252
86

地区センター利用者数（人） 2012〜2016
平均 448,027 450,000

87 行政経営 市ホームページアクセス総件数（件） 2016 6,224,956 6,350,000
88 行財政改革を進めていると感じている人

の割合（％） 新規 ― 80.0

89
高等教育機関連携事業数（件） 2012〜2016

平均 126 135
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まちづくり夢・未来作文

一般の部（特選）

「大垣の農業を守るために」
廣瀬 敬之　　

　　
　大垣は「水の都」と呼ばれるほど水が豊富で、それを生かした農業が行われています。しか
し、人口減少・少子高齢化社会となると、農業の担い手も少なくなり、それにより、大垣の田畑
の風景も少なくなってしまいます。
　水田を埋め立て、家が建てられる光景を時々見ます。家が建ち、人が増えることは良いことで
すが、それでは、美しい田園風景は壊れてしまいます。若い人に、農業へ興味をもってもらうに
は、やはり体験が必要だと思います。農業の体験が少なく、どのようなものなのかよく分かって
いない人も多いと思います。そこで、若い人に農業を体験してもらうためのイベントを開催する
のが効果的だと思います。農業を体験することで、若い人たちに、農業の楽しさや、やりがいな
どが伝われば、将来農業への道を志す人も増えてくると思います。
　 ｢ 水の都」の美しい田畑の風景を守るために、若い人が農業の担い手として、活躍する必要が
あると思います。

中学生の部（特選）

「スポーツのまち大垣」
赤坂中学校　3年　田部 皆登　　

　　
　僕が考える未来の大垣市は、「スポーツのまち大垣」です。
　スポーツというものは多くの人々を魅了するとともに、多くの人を集めることのできるものだ
からです。
　まず僕が考える一つの取り組みとしては、大垣駅周辺にトレーニングジムを設立し、その周辺
に、食に関する施設も増やすことで、駅周辺をトレーニングセンターのようにすることです。駅
を中心にすることで、市外の人々や、県外の人々を招くことができ、大垣の知名度も上がり、人
が集い、まち全体の活性化につながると考えます。
　もう一つは、上石津や赤坂の自然を生かしたスポーツを目玉にしていくことです。山といえ
ば、トレッキングやクライミングなどの施設や設備を整え、子供からお年寄りまでの誰もが自然
と一体のスポーツを体験し、自然とふれあいながら大垣を知ってもらうことが良いのではないか
と思います。だから、「スポーツのまち大垣」を作り上げたいと思います。

（学校名、学年は募集時のもの）



O GA K I   C I T Y   M I R A I   V I S I O N

　本市では、市制100周年の節目の年となる平成30年度を初年度とし、30年後の

大垣の姿を描いた大垣市未来ビジョン基本構想と、それに基づく5か年のまちづ

くり指針となる、大垣市未来ビジョン第１期基本計画を策定いたしました。

　これまで五次にわたり総合計画を策定しておりますが、この間、上石津町及び

墨俣町との合併や、人口減少・少子高齢化、予期せぬ自然災害の発生、グローバ

ル化の進展、循環型社会の構築と自然との共生、新しい産業構造への転換など、

社会経済情勢は大きく変化しております。

　こうした本市を取り巻く環境の大きな変化に的確に対応し、本市の未来を明る

いものにしていくため、未来都市像を「みんなで創る　希望あふれる産業文化都

市」とする大垣市未来ビジョンを新たに策定したものでございます。

　現代の子どもたちが主役となる30年後を見据えた、本市のあるべき姿を明確に

することで、揺らぐことなく未来へ前進していく体制を構築し、西美濃地域の中

心都市としてさらに飛躍し、市民の皆様とともに希望あふれるまちづくりを進め

てまいります。

　最後に、本計画の策定にあたりまして、ご尽力を賜りました総合計画審議会委

員並びに市議会議員の皆様をはじめ、まちづくりワークショップ、まちづくり市

民アンケート、まちづくり夢・未来作文及び絵画などを通じて、貴重なご意見、

ご提言をいただきました市民の皆様に心からお礼を申し上げます。

平成30年3月　　　　

大垣市長　小川 敏

未来の本市のあるべき姿を示した、市政運営の指針となるものです。
期間：2018年度～2047年度（30年間）

基本構想の実現のための施策を体系的に定めた、市政運営を総合的
かつ計画的に進めていくためのものです。
期間：第１期から第６期、5年間毎に区分して策定

基本計画に示した施策を計画的かつ効率的に実施するため、具体的
な事業を示したものです。
期間：計画期間は1年間とし、毎年度策定

基本構想

実施計画

基本計画

みんなで創る　希望あふれる
産業文化都市をめざして
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まちづくり夢・未来絵画

｢水の都に集まる笑顔｣
東小学校　5年　齋藤 光起

高学年の部（特選）

｢人も車も大すき ‐ 大垣の水‐｣
興文小学校　2年　高橋 菜々美

低学年の部（特選）

（学校名、学年は募集時のもの）






