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第 1 章 計画策定の趣旨と視点 
 

 

１ 計画策定の趣旨 
  
 

本市では、昭和55年３月に基本構想を、昭和59年７月に基本計画を策定して、都市基盤整備や

生活環境の改善などの諸施策を計画的に推進して暮らしやすい都市づくりに努めてきました。さら

に平成３年３月には第二次総合計画を策定、平成 13年６月には第三次総合計画を策定して、時代

の変化や国・県の動向を踏まえた新たな時代に対応するまちづくりを進めてきました。 

近年では、社会経済環境が大きく変化するとともに、市民のニーズや地域課題が複雑化・多様化

する中で、地域の特性に応じた理想社会の実現のため、市民、事業者、行政がともに考え、それぞ

れの役割を分担しながら質の高いまちづくりを着実に推進していくことが求められています。 

また、国では道州制等の導入が検討され、地方分権のあり方が改めて問い直されている今日、本

市においても、これまで以上に安定した自立的な行財政運営を進めるとともに、広域的な視点に立

ち、行政サービスの効率化・高度化に向けたネットワークの強化を図ることが重要になっています。 

そこで、今後の蒲郡市の将来展望や市政運営の基本方針を明らかにするとともに、各分野におけ

るまちづくりを計画的かつ効率的に実行していくための指針として、市の最上位の計画である「第

四次蒲郡市総合計画」を新たに策定するものです。 
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２ 計画策定の視点 
  
 

（１）市民と一緒に実現を目指す計画 

蒲郡市の目指す将来像や目標、施策や主要事業を分かりやすく体系的に示し、市民と情報共有

を行う計画とします。 

また、市民と行政が共通目標を持ち、一体となってまちづくりを進めるために、地域自治組織

や市民グループの育成・支援を進めるとともに、市民と行政それぞれが果たす役割を明確にして

協働のまちづくりを推進します。 

 

（２）都市としての経済基盤を強くする計画 

蒲郡市の位置的特性や産業特性、多様な人材を活かして、地場産業の振興や新たな産業の創

出・誘致などを図り、地域経済基盤の強化を目指します。 

また、ますます厳しくなる財政状況のなかで、サービスの受け手である市民の視点に立って、

必要な施策・事業を選択して効率的・効果的なまちづくりを推進します。 

 

（３）周辺地域との共存・共生を目指す計画 

本市及び周辺市町村が、互いに個性ある自立的なまちづくりを進めるとともに、広域連携を通じ

て、圏域として効率的かつ質の高い行政サービスを展開することを目指します。その中で、職・住

や遊・学などの都市機能を備えた本市においては、定住・自立することができる圏域づくりを推進

します。 

 

（４）将来にむけて戦略性の高い計画 

都市間の比較分析や市民意識調査等を通した市民の評価・ニーズなどを踏まえて、本市の強み

を積極的に伸ばし、弱みを強みに転換させるための優先的な課題を整理します。 

さらに、施策分野を横断するものや、各施策分野で重点とする大きな施策については、「重点

施策プログラム」として位置づけて戦略的・重点的に推進します。 
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第２章 計画の構成と期間 
 

 

１ 基本構想 
  
 

基本構想は、蒲郡市を取り巻く社会動向や地域の課題などを踏まえて、長期的な視点から本市の

まちづくりの方向と基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの施策の大綱を定めます。目標

年次は、平成32年度（2020年度）とします。 

 

 

２ 基本計画 
  
 

基本計画は、基本構想で示された将来目標の達成を目指して、分野別にまちづくりの施策の大綱

を具体化、体系化したものです。 

平成23年度（2011年度）から平成32年度（2020年度）を計画期間とし、必要に応じて見直し

を行います。 

 

 

３ 実施計画 
  
 

実施計画は、基本計画に示した分野ごとの目標や施策を、毎年度の行財政の範囲で確実に実施し

ていくため、向う３ヵ年の間に行政の各部門が展開する施策や具体的事業を明らかにするものです。 

なお、実施計画は、毎年見直すローリング方式を採用するため、別冊として扱います。 

 

 

計画の期間 

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
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第３章 計画策定の背景 
 

 

１ 社会潮流の変化とまちづくりに求められること 
  
 

21世紀が10年を経過し、グローバル化や高度情報化がますます進むとともに、我が国特有の課

題として少子高齢化が急速に進んでおり、将来への見通しが非常に難しい時代になっています。 

これからの蒲郡市のまちづくりの方向を考える上で、本市を取り巻く社会全体の変化や名古屋大

都市圏の動向を注視しながら、それらに的確に対応したまちづくりのあり方を検討することが必要

です。 

 

 

（１）人口の減少、少子高齢化の進展 

我が国では、平均寿命が延びる一方で、女性の社会進出や未婚者の増加等を背景に少子化が

進行し、本格的な人口減少期に入っています。比較的人口が伸びてきた名古屋大都市圏も例外

ではなく、徐々に人口減少に転じる市町村が増えています。 

これに伴って、人口の４人に１人が65歳以上の高齢者となるとともに、出生率の低下の歯止

めが難しく少子化がさらに進む厳しい事態に直面しています。そのうえ、各家庭の世帯分離が

進んでおり、高齢単身世帯や高齢世帯も増加しつつあります。 

少子高齢化により、社会全体の活力が低下することや、産業や消費の低迷などが懸念されて

います。これに伴い、一人ひとりの健康の維持増進を図るとともに、子どもを安心して生み育

てることができ、高齢者が安心して住み続けることができるまちづくりがますます求められま

す。 

 

（２）経済のグローバル化と情報化の進展 

平成 20年秋からの世界的な金融危機で日本の景気が急速に悪化したことなどにみられるよう

に、世界との経済の結び付きが深まってきています。また、インターネットの普及に代表される

ように、世界との情報交流はますます盛んになり、様々な面でグローバル化が進んでいます。 

中部圏において我が国有数の集積を誇る製造業についても、競争力を強化するために工場の国

際展開を加速する可能性があります。このため、国内においては付加価値が高い研究開発部門な

どの強化が必要です。 

日常生活では、世界各地との観光や仕事、就学などでの往来が拡大するとともに、在日外国人

が身近な地域で増えていくことが予想されます。市民一人ひとりの国際感覚を醸成し、多文化共

生によるコミュニティのあり方などについて考えていく必要があります。 
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（３）安全・安心な暮らしへの備え 

国内外で大規模な災害が多く発生する中、本市を含む東海地域においても、東海・東南海地震

の発生が懸念されています。市民の生命と暮らしの安全を確保するための災害対策として、市

民・地域・行政の自助・共助・公助による対応が求められています。  

犯罪の増加や凶悪化、高齢者や子どもなど弱者を狙った犯罪なども増えており、犯罪に対する

不安が高まっています。地域における近隣関係の希薄化が進む中、安全で安心なまちづくりに向

けて、地域住民や関係機関の連携・協働による地域防犯対策などの安全・安心なまちづくりを進

める必要があります。  

近年では、医師・看護師不足や病床閉鎖などにより、特に地方においては、必要な医療がすぐ

に受けられないなどの問題がより深刻になっており、地域医療を取り巻く情勢は大変厳しい状況

にあります。患者本位の質の高い医療サービスを実現することが求められます。 

 
 

（４）地球環境問題と地域での環境共生 

地球の温暖化やオゾン層の破壊、気候変動の問題への対処をはじめ、生物多様性の保全など、

地域環境問題について国際社会が連携して取り組む動きが盛んになっています。 

一方、住民も省エネルギー・省資源や廃棄物の排出を少なくする行動や環境学習に取り組んで

きており、環境にやさしいライフスタイルが定着しつつあります。また、企業も省エネルギー・

省資源、あるいは廃棄物を出さないゼロエミッションの取り組み、新エネルギー開発など環境関

連ビジネスへの参入にも力を入れてきています。 

このように、地域経済やまちづくりにおいては、地球環境問題を踏まえた環境への配慮が不可

欠な視点となっています。 

 

（５）成熟社会の進展と格差社会の問題 

国際的に見て豊かな社会になった我が国では、今後はこれまでのような大きな経済成長は期待

できず、社会も比較的安定している成熟社会になっています。人々は多様な価値観を持ち、ライ

フスタイルや家族の形態も多彩になっています。 

これに伴い、ボランティアなど社会貢献活動に生きがいを見出す人や自己実現型の生涯学習を

楽しむ人など、地域づくりの担い手として活躍する人々がますます増えてくることが期待されま

す。 

団塊の世代のリタイアを高齢化の進展といったマイナス面で捉えるのではなく、豊かな知識や

経験を活かして文化面、社会貢献活動、消費などをけん引する担い手としての力を引き出してい

くプラスの視点が求められます。 

一方、企業の雇用力低下や非正規雇用の増加などから雇用の不安定化が進み、所得格差の拡大

など格差社会の進展が懸念されます。低所得者層が安心して生活することができるようにセーフ

ティーネットの構築が必要です。 
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（６）子どもを取り巻く社会環境の変化 

子どもへの地域や家庭における教育力が低下していることや、社会全体のモラルの低下などが

要因となり、「いじめ」「不登校」「児童虐待」などの問題が深刻化しています。 

子どもが凶悪犯罪に巻き込まれることや少年犯罪の凶悪化や低年齢化がみられること、そして

所得格差の拡大に伴い教育格差が顕著になっています。総じて、子どもが将来に対する夢や希望

を抱きにくい社会になっていることも否定できません。 

国や地域の次代を担うのは子ども達であり、地域全体で子どもを育て、社会のモラルを高め、

向上心やフロンティア精神を持つことが必要です。 

 

（７）地域社会の再生と協働の推進 

ボランティア活動が盛んになる一方で、社会全体ではモラルの低下や責任感の欠如も問題であ

り、地域生活をみんなで営む意識が薄れています。このため、地域の教育力、防犯力や防災力、

ひいては地域社会の自立性が低下することが懸念されています。 

地域に身近な問題はできるだけ地域自身が解決していくことが基本です。そのためには、豊か

な人間関係で結ばれた地域社会を築くことが必要です。このことは、地域で支え合い、懸念され

る災害や犯罪等への備えをして安心して暮らし続ける上での大きな課題となります。 

地域活動の重要性を見直して地域の再生を目指すことやＮＰＯなど市民活動とも連携して新

たな地域力を養うこと、市民と行政が協働による取り組みを充実して自治体を支えていくことも

課題です。 

 

（８）都市間競争の激化と広域都市戦略 

少子高齢社会の進展や高速道路といった交通基盤の充実などを背景にして、居住の誘導や企業

誘致、観光客の誘致に際しては、名古屋大都市圏内でも都市間競争が激しくなっていくと考えら

れます。 

大都市圏内でも市町村合併が進み自治体の規模が大きくなり、それぞれの地方自治体は今まで

以上に地域経営に力を入れています。 

こうしたなかでは、都市づくり・まちづくりにはますます個性が必要になり、個性を活かしな

がら他の都市との連携を強化することや、役割分担を積極的に提案することも必要です。 

 

（９）自立と分権型社会の形成 

我が国は世界有数の経済大国となり中央集権型の行政システムから、住民ニーズに的確に対応

し個性豊かなまちづくりを進めやすくするために地方分権の推進が必要になってきました。 

今までは、どちらかといえば国が中心となって地方分権のための改革を進めてきましたが、今

後は地方自治体が積極的に地方分権を担っていく取り組みが必要です。 

このため、地方自治体においては財政基盤を強化することや、限られた財源を効果的に活用す

るためにまちづくりへの選択と集中を行うこと、職員の資質や政策形成能力の向上などが急務に

なっています。 
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２ 蒲郡市の特性 
  
 

 

（１）蒲郡市の概況 

蒲郡市は名古屋からおおむね50ｋｍ圏内で大都市圏の一翼を成しています。また、本市は大

都市圏の中では海・山の自然が豊かで、三河湾沿岸に快適に暮らすことができる市街地を形成

するとともに、古くから漁港が開け、海の玄関口である蒲郡港を有しています。 

このような恵まれた位置的条件や自然を背景として、産業面については農林漁業から工業、

商業、観光までの多様な事業が営まれているという特徴があります。 

 

①位置 

本市は、名古屋を中心とする大都市圏の南東部に位置しており、ＪＲ名古屋駅までは約 40

分と至便です。さらに、鉄道に加えて、国道 23号などの幹線道路で諸都市と結ばれ、東三河

の中心都市である豊橋市にも近い位置です。また、東名高速道路音羽蒲郡インターチェンジま

で自動車専用道路で直結されており、伊勢湾岸自動車道の整備により中部国際空港へのアクセ

スが良好になっています。 

また、本市は全国の中央の位置にあるともいえ、東京と大阪を結ぶ東西軸の上にあり、かつ、

蒲郡港は本市のみならず、自動車産業の一大集積地である三河地域の玄関口にもなっています。 

 

②自然的条件 

本市は、北と東西の三方を山と丘陵部に囲まれ、南側は三河湾に面しており、三河湾国定公

園の中心地です。また、本市は知多半島と渥美半島に囲まれた三河湾の奥に位置しており、海

の観光の玄関口でもあるといえます。 

気候は温暖であり、降雪しても積もることはほとんどなく、降雨も比較的少なく雨の日は年

に10%程度です。 

 

③まちの形成 

本市は47ｋｍに及ぶ三河湾の海岸線を有しており、古くは漁村が点在して発展し、現在では

ＪＲ東海道本線や名鉄蒲郡線を軸としてまとまった市街地を形成しています。市街地からは

海・山の自然や景勝を臨むことができます。 

地場産業として織物・繊維ロープ工業が発展したため、住宅と工場の混在が目立つのが特徴

ですが、近年では蒲郡駅周辺で土地区画整理事業、市街地再開発事業を進めてきており、都市

としての風格を高めてきています。 



10 

 

 

④産業 

産業の歴史では、温暖な気候を活かしたフルーツ栽培が盛んであり、特に「みかん」の生産

では有名で、ハウスみかんについては全国有数の生産量を誇ります。それと同時に、海や温泉

などの独自の資源を活用した観光産業も、古くから本市の発展を支えてきました。 

また、本市は織物・繊維ロープ製造業が発展し、昭和 40年代には工業製造出荷額のうち、

80％近くを占めていました。その後は繊維関連の比率も低下しましたが、繊維ロープ製造業界

においては日本一の生産量を誇っています。また、自動車関連の製造業、水産加工業をはじめ

とする食料品製造業の集積が高くなっています。 

さらに本市は、眼科用医療機器、光学機器、ロボット装置などの省力化機械、界面活性剤の

製造や人工歯、人工眼・培養皮膚・軟骨の製造や研究を進める最先端企業が立地しています。 

商業は駅前の商店街が活動しており、市街地内や近隣地域に大規模小売店も立地しています。 

 

⑤観光資源 

本市には自然資源を活用した、山々を結ぶ三ケ根スカイラインや、海岸沿いにヨットなどの

マリンレジャー拠点、テーマパークであるラグーナ蒲郡などの観光地、三谷温泉、蒲郡温泉、

形原温泉、西浦温泉の４つの温泉地を持っています。また、本市はアメリカスカップへ平成12

年までの３回にわたり挑戦した日本代表チームのニッポンチャレンジの基地となっていたこ

とから、マリンスポーツのメッカとしても有名になりました。 

また、土産物として海の幸や農産物をはじめ、工業製品も開発されており、蒲郡ブランドが

形成されつつあります。平成 17年には蒲郡市議会において「観光交流立市」の宣言が議決さ

れ、観光振興に一層力を入れています。 

 

⑥歴史・文化 

本市の魅力ある自然や風土は、平安・鎌倉時代の歌人や、ノーベル文学賞を受賞した川端康

成など、様々な文人達に愛されてきました。また、固有の歴史文化に触れることのできる蒲郡

市博物館や生命の海科学館、海辺の文学記念館などの文化施設も充実しています。 

三谷祭りなどの伝統文化をはじめ、本市には神社や仏閣も多く、国指定の勝善寺の梵鐘、清

田の大クス、竹島八百富神社社叢などをはじめ、県、市指定の文化財も数多く残されています。 

このような歴史・文化を大切に保存・継承するとともに、短歌・俳句の普及など伝統芸能の

継承にも力を入れています。 
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（２）データからみた蒲郡市の特性 

①人口・世帯数 

本市では人口減少及び核家族化が進むとともに、愛知県平均を上回るペースで高齢化が進展

するなど、地域の活力が減退傾向にあります。 

 

蒲郡市の人口・世帯数の推移 

 
出典：国勢調査 

 

年齢３区分別人口構成比の推移 

24.0 21.2 17.7 16.2 15.1 13.9 

67.1 68.6 70.0 69.0 66.4 64.8 

8.9 10.2 12.2 14.8 18.5 21.3 

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S55 S60 Ｈ2 Ｈ7 Ｈ12 Ｈ17

15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上 年齢不詳
 

出典：国勢調査 
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②行財政運営 

財政力指数は平成8～11年度以降着実に向上しており、行財政運営の効率化が進められてい

るものの、平成19年度一般会計の歳入歳出総額はいずれも平成11年度と比べて約２割減少し

ており、依然として厳しい財政状況にあります。 

 

財政力指数（３ヵ年度平均） 

0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.93 

0.00 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 

1.50 

H11～
H13

H12～
H14

H13～
H15

H14～
H16

H15～
H17

H16～
H18

H17～
H19

財政力指数（３ヵ年度平均）  
資料：地方財政状況調査 

 

歳入歳出決算額の推移 

12,882 13,234 13,112 13,142 12,829 12,912 13,196 13,228 14,112 

32,569 

28,138 27,664 27,743 27,889 27,283 26,341 25,201 24,719 30,463 

25,916 26,720 26,941 26,685 26,451 
25,181 

23,884 23,844 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

(百万円)

地方税 歳入総額 歳出総額

 
資料：市町村行財政のあらまし 

 

 

※財政力指数・・・普通交付税上の基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の
平均値です。ある自治体について、「標準的な税制のもとでの歳入が標準的な歳出を
賄える比率」を過去３年間平均したものです。 
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③産業 

平成２年をピークに就業者数は減少傾向にあるものの、市内総生産額は、平成８年度以降、

増減を繰り返しながら推移しており、平成18年度には2,634億円となっています。 

 

産業別就業者人口の推移 

3,182 2,978 2,689 2,463 2,388 2,366

21,053 21,904 22,517 21,005 19,700 17,706

20,977 22,066 22,702 23,701 23,021 23,956

45,222 46,962 47,959 47,204 45,206 44,375

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

S55 S60 Ｈ2 Ｈ7 Ｈ12 Ｈ17

(人)

第１次産業 第２次産業 第３次産業
 
出典：国勢調査 

 

 

 

市内総生産額の推移 

277,919
263,890 256,000 255,902 254,139 260,360 248,434 251,158

264,415 273,015 263,406

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

(百万円)

市内総生産額

 

出典：愛知県統計年鑑 

 

※市内総生産額：１年間に市内の経済活動によって新たに生み出された付加価値。 

産業、政府サービス生産者、対家計民間非営利サービス生産者の 

経済活動によって生み出された生産額の合計から帰属利子等を 

控除したもの。 

※第１次産業は「農業」「林業」「漁業」、第２次産業は「鉱業」「建設業」「製造業」、 

第３次産業は前記以外の産業をさす。 
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（３）市民意識 

平成21年11月に18歳以上の蒲郡市民3,000名を対象にして実施したアンケート調査の結果

をもとに、現在の蒲郡市の住みやすさや今後のまちづくりの将来像、各種施策の満足度や重要度

など、今後のまちづくりに対する市民の意識やニーズを整理しました。 

 

①まちの住みよさと今後の居住意向 

約８割弱の方が住みやすいと評価しており、また、約９割が今後も住み続けたいと考えてい

ます。 

蒲郡市の住みやすさ 

全体 33.0 42.5 5.3

2.2

10.6 6.4

n  =

1392
 

0 20 40 60 80 100 (%)

住みやすい どちらかといえば住みやすい

どちらかといえば住みにくい 住みにくい

どちらともいえない 回答なし

 
今後の居住意向 

全体 61.6 25.1 6.7

0.3

6.3

n  =

1392

 

0 20 40 60 80 100 (%)

ずっと住み続けたい 当分の間は住み続けたい

いずれは市外へ引っ越したい すぐにでも市外へ引っ越したい

回答なし

 

②まちの将来像 

「住環境が整い暮らしやすい快適なまち」、「緑が豊かで海に親しめる自然環境と調和したま

ち」「事故や災害、犯罪のない安全なまち」、「産業が盛んで活力と賑わいのあるまち」など、

安心して暮らすことができる環境や自然を重視する将来像が示されています。 

 
蒲郡市の将来像 
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③施策の満足度と重要度 

今後のまちづくりにおいて優先度が高い（重要度が高く満足度が低い）項目として、「地域

医療体制」や「高齢者福祉対策」「子育て支援」など、医療や福祉にかかわる項目、「省エネ対

策、自然エネルギー活用」「公害対策」など、環境にかかわる項目、「公共交通の利便性」「幹

線道路整備」など交通環境にかかわる項目などがあげられています。 

 
施策の満足度・重要度 

-0.2

0.0
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0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6
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平均値

-0.02

0.92

自然環境保護

海とふれあうまちづくり

ごみの減量化、リサイクル活動

公害対策

省エネ対策、自然エネルギー活用

市街地整備景観・まちなみへの配慮

幹線道路整備

生活道路整備

公園・緑地整備

公共交通の利便性

住宅・宅地環境

下水処理対策

健康づくり、疾病対策

地域医療体制

地域での支え合い、福祉活動

子育て支援

高齢者福祉対策

障がい者福祉対策

低所得者自立支援

災害に強いまちづくり

消防・救急体制

交通安全、防犯対策

小中学校の教育内容・環境

生涯学習活動
文化施設整備

文化活動、文化の承継
スポーツ施設整備

国際化、外国人との交流・共生

農業・水産業振興

工業振興、企業誘致

商業・サービス業振興

観光振興

競艇の円滑な運営・活性化

男女共同参画推進

コミュニティ活動支援

ボランティア育成、市民活動支援
市政情報提供、市民の声の広聴

周辺市町村との連携について

←不満　　　　　施策の満足度　　　　　満足→
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第４章 蒲郡市の主要課題 
 

 

（１）安心して暮らし続けられること 

○医療・福祉需要は今後もますます増加し、それに伴う人材や事業者の育成、体制づくりが必

要であり、蒲郡市民病院の経営安定化と福祉基盤の充実が大きな課題です。 

○住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせることができるように、高齢者や障がい者が地域で

自立した暮らしができる環境づくりを進めることが課題です。 

○仕事と子育ての両立ができるように子育て支援のサービスを充実することや、地域が一体と

なって子どもを産み育てやすい環境をつくることが課題です。 

 

（２）安全で便利に暮らし続けられること 

○大規模な地震や臨海部での水害などの災害に対する不安が高まっており、地域が災害に備え

ることや、災害に対して強じんな家屋や地域をつくることが課題です。 

○犯罪者に狙われない環境や、交通事故がない安全な環境づくりを地域が一体となって進める

ことが課題です。 

○鉄道の利用促進とともに市内と鉄道駅を結ぶ公共交通の確保、安全な生活道路の整備など、

便利に暮らすことがきできる基盤づくりが課題です。 

 

（３）個性を活かして産業の活力を高めること 

○蒲郡市の特色である観光資源、港湾などの基盤を活かした産業振興や、市内の先端企業を支

援して産業集積を育成すること、居住地に身近な生活サービス業を振興することなどによる

雇用力の向上と地域経済基盤の強化が課題です。 

○経済環境の変動に大きく左右されないように、農漁業を活かして農商工や観光が連携した取

組を進めることや、地域資源と人材を活かして観光コンベンション関連の新産業を創出する

ことが課題です。 

○ものづくりの中心である中部圏の活性化のため、港湾の整備や道路基盤の充実が課題です。 

 

（４）海・山の環境と調和して持続性を高めること 

○市民や事業者の環境意識を高めて、低炭素社会の実現に向けて環境負荷の少ないライフスタ

イルや事業活動の普及を図ることが課題です。 

○蒲郡ならではの海、山の恵まれた自然や水質などの自然環境を保全するとともに、市街地を

有効に活用して、自然豊かな環境都市を形成することが課題です。 

○身近な公園緑地や親水空間を整えて、市民が快適に憩うことができ、観光客にも安らぎをも

たらすような美しい都市や自然景観を形成することが課題です。 
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（５）独自の地域文化を守り育てること 

○有形無形の文化財や伝統的な生活文化など、自然の恵みを受けて育まれてきた蒲郡市の固有

の歴史・文化遺産の価値を見つめ直し、市民の共有財産として大切に守り育てることが課題

です。 

○本市に残る貴重な文化資源を再構築することで新たな文化を創造し、本市自体の持つ活力と

魅力の底上げを図り、歴史と伝統文化に基づいた品格ある文化都市としてのブランドを確立

することが課題です。 

 

（６）自ら学び地域で活躍する人材を育むこと 

○学ぶ意欲が高く思いやりがある教育を進めるとともに、地域と家庭、学校が一体となって、

次代の蒲郡を担う子ども達を教え育てることが課題です。 

○市民が生涯にわたる学習や文化・スポーツ活動にいそしむことや、ボランティアなどの社会

貢献活動への参加を促すことが課題です。 

○地域社会において豊かな人間関係を築き、お互いに支え合い、快適に住み続けることができ

る環境をつくるために、コミュニティ活動の活性化を図ることが課題です 

 

（７）参加と協働により自立を目指すこと 

○蒲郡市の人材や地域資源を有効に活用するために、市民、事業者、行政が共通目標を持ち協

働でまちづくりを進めることが課題です。また、市民が性別や年齢層、国籍などにとらわれ

ずお互いを尊重してともに地域社会を築いていくことが課題です。 

○健全な財政運営を目指して行財政運営の一層の効率化と安定的な財源の確保を図るための

都市経営の強化が課題です。 
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