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総合計画の概要

̍ɹ計画策定の背景と目的

ʢ̍ʣ背景

本市Ͱɺ2008ʢH20ʣ年̏月ʹɺ合併後最初ͷ総合計画ͱͳΔʮ八代市総合計画ʯΛ策定

͠·ͨ͠ɻ当計画ɺ市政ʹ͓いͯ最上位ʹ位置͚ͮΒΕΔ総合的ͳ計画ͱͯ͠ɺʮや͢Β͗ͱ活

力ʹΈͪͨ魅力͔͕や͘元気都市 っやͭ͠Ζ 、ʯΛ将来像ʹ掲͛ɺ2017ʢH29ʣ年度Λ最終年

度ͱͯ͠各種施策Λ進Ί͖ͯ·ͨ͠ɻ

͜ͷΑうͳ中ɺ国ʹ͓いͯ2014ʢH26ʣ年11月ʹʮ·ͪ・ͻͱ・͠͝ͱ創生法ʯ͕制定͞

Εɺ国Λ挙͛ͯ人口減少や地方経済ͷ縮小ʹ歯止ΊΛ͔͚ΔͨΊɺ長期Ϗδϣンや総合戦略͕示

͞Εɺ地方創生ʹ向͚ͯ大͖͘動͖出͠·ͨ͠ɻ

本市ʹ͓いͯɺ2015ʢH27ʣ年10月ʹʮ八代市人口Ϗδϣンʯʮ八代市総合戦略ʯΛ策定

͠ɺ人口減少克服や地方創生ʹ資͢Δ施策Λ進Ίͯい·͢ɻ

·ͨɺ2016ʢH28ʣ年11月ʹɺ2016ʢH28ʣ年ͷ熊本地震Λ受͚ͯʮ平成28年熊本地

震ɹ八代市復旧・復興プϥンʢ以下ʮ八代市復旧・復興プϥンʯͱいうɻʣʯΛ策定͠ɺ八代ͷ魅

力あΔ未来ͮ͘Γʹ向͚ͯ取Γ組ΜͰい·͢ɻ

ʢ̎ʣ目的

第̎次八代市総合計画ɺ今後ͷ市ͷ進Ή͖方向Λ明確ʹ͢ΔͨΊͷ総合的・長期的ͳ計画

ͰあΓɺ市政ʹ͓͚Δͯ͢ͷ施策ͷ基本ͱͳΓ·͢ɻ͜Ε·Ͱɺʮ八代市総合計画ʯʹ͓いͯ取

Γ組ΜͰ͖ͨɺ市民ͱ行政ͷ協働ʹΑΔ·ͪͮ͘ΓͳͲͷ視点Λ;·えɺ市ͷ一体感ͷ醸成Λ促

͢ͱ同時ʹɺ多様化͢Δ市民χーζΛ·ͪͮ͘Γʹ反映͠ɺ引͖続͖市民ͱ行政͕協働͠ɺΑΓ

発展的͔ͭ具体的ʹ·ͪͮ͘Γʹ取Γ組Ή͜ͱΛ目的ͱͯ͠策定͠·͢ɻ

̎ɹ総合計画の性格と役割

ʢ̍ʣ市民との協働にΑΔまちづくΓの指針

策定ʹ当ͨͬͯɺ広͘市民ͷ意見Λ聴͘ͱͱʹɺ多数・多様ͳ市民意見ͷ反映ʹ努Ίɺ市民

ͱ市ͱͷ協働ʹΑΔ·ͪͮ͘Γͷ指針ͱ͠·͢ɻ

ʢ̎ʣわ͔Γやすい計画

見や͢いϨΠΞτやɺわ͔Γや͢い体系ͱ͠ɺ各種施策ͷ進捗状況Λ成果指標ʹΑͬͯ整理

͠ɺわ͔Γや͢い計画ͱ͠·͢ɻ

ʢ̏ʣ実効性͕あΓ活用͞ΕΔ計画

本市ͷ抱えΔ課題ͷ整理ͱ今後ͷ取組Έͷ焦点化やɺ優先的・重点的ʹ取Γ組Ή施策や事業Λ

明確ʹ͠ɺ実効性͕あΓɺ活用͞ΕΔ計画ͱ͠·͢ɻ
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̏ɹ総合計画の構成

第̎次八代市総合計画ɺ基本構想ͱ基本計画ʹΑΓ構成͠·͢ɻ

基本構想
（8年）

基本計画
（4年）

・長期的に市民、議会、行政が共有すべきもの

・市の将来像、施策の大綱

・基本構想で明らかにした市の将来像を実現する

　ために必要な施策を分野別、体系別に示したもの

̐ɹ総合計画の期間

◆基本構想：８年ʢ2018ʢH30ʣ年度～2025年度ʣ

◆基本計画：̐年ʢ2018ʢH30ʣ年度～2021年度ʣ

ͨͩ͠ɺ計画期間中Ͱあͬͯɺ大規模地震ͳͲͷ災害ɺ経済情勢ͷ変化ͳͲɺ市政Λ取Γ巻

͘環境ʹ著͠い変化͕生ͨ͡場合見直͠Λ行うͷͱ͠·͢ɻ

̑ɹ総合計画と他の計画の関連性

2015ʢH27ʣ年10月ʹ策定ͨ͠ɺʮ八代市人口ϏδϣンʯΛ;·えɺ基本構想ʹ͓いͯ目標

人口Λ設定͠·͢ɻ·ͨɺ同年10月ʹ策定ͨ͠ʮ八代市総合戦略ʯɺ2016ʢH28ʣ年11月ʹ策

定ͨ͠ʮ八代市復旧・復興プϥンʯͳͲͷ各種計画ʹ͓いͯ進ΊͯいΔ具体的ͳ取組Έʹͭいͯ

ɺ第̎次八代市総合計画ʹ͓いͯɺ継続ͯ͠取Γ組Έ·͢ɻ

第̎次八代市総合計画

基本構想

将来像ɺ基本目標ɺ施策の大綱

八代市総合戦略
総合計画に掲げΔ施策のうちɺ

ʮ人口減少克服ʯʮ地方創生ʯ

に資すΔ施策を推進

ͦΕͧΕの分野の

個別計画
総合計画に掲げΔ施策のうちɺ

ͦΕͧΕの分野の施策を推進

八代市

復旧・復興プラン
総合計画に掲げΔ施策のうちɺ

熊本地震͔Βの早期復旧・復興

を図Δ施策を推進

分野͝との施策

基本計画

八代市人口ビジョン
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八代市の現状

̍ɹ八代市の概要

本市ɺ熊本市ͷ南40kmʹ位置͠ɺ東西50kmɺ南北30kmɺ面積681㎢ͷ市域Λ

有ͯ͠い·͢ɻ東九州山地ͷ脊梁地帯Λ形成ͯ͠宮崎県ʹ接͠ɺ西八代海Λ隔ͯͯ天草諸島Λ

臨Έ·͢ɻ南球磨郡及ͼ葦北郡ʹ接͠ɺ北八代郡ɺ宇城市ɺ上益城郡及ͼ下益城郡ʹ接ͯ͠

い·͢ɻ·ͨɺ西ͷ八代平野ͱ東ͷ山地ʹ区分͞Εɺ全面積ͷ70％͕山間地ͱͳͬͯい·͢ɻ

日本三急流ͷ一ͭͰあΔ球磨川ͷ河口ʹ位置͢Δ八代平野ɺ球磨川ͳͲ͔Β流下ͨ͠土砂ͷ

堆積ʹΑΓͰ͖ͨ扇状地式三角州Λ基部ͱ͢Δ沖積平野ͱɺ藩政時代͔Β行わΕ͖ͯͨ干拓事業

ʹΑͬͯ形成͞Εͯい·͢ɻ一級河川ͷ球磨川ɺ二級河川ͷ氷川͕ͨΒ͢豊富Ͱ良質ͳ水ͷ恩

恵Λ受͚ɺ全国有数ͷ農産物ͷ生産地ɺ熊本県内有数ͷ工業都市ͱͯ͠発展Λ続͚͖ͯ·ͨ͠ɻ

交通ΞΫηε面Ͱɺ1980ʢS55ʣ年ʹ九州縦貫自動車八代ΠンターチΣンδɺ2001ʢH13ʣ

年ʹ南九州西回Γ自動車道日奈久ΠンターチΣンδ͕開通͠ɺ2011ʢH23ʣ年̏月ʹ九州

新幹線͕全線開業͠·ͨ͠ɻ·ͨɺ海ͷ玄関口ͰあΔ八代港ɺ1959ʢS34ʣ年ʹ重要港湾ʹ

指定͞Εɺ1999ʢH11ʣ年ʹ韓国・釜山港Λ結Ϳ国際ίンςφ定期航路͕開設͞Ε·ͨ͠ɻ

͜ͷ͜ͱʹΑΓɺ南九州ͷ物流ͷήーτΣΠͱͯ͠国際貿易͕活発ʹ行わΕͯい·͢ɻ͞Βʹɺ

2017ʢH29ʣ年ʹ国際旅客船拠点形成港湾ʹ指定͞Εɺ人流ͷήーτΣΠͱͯ͠今後ͷ活

用͕図ΒΕ·͢ɻ

■ 位置
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̎ɹ人口・世帯・産業構造

ʢ̍ʣ人口の推移と推計

本市ͷ人口ɺ1980ʢS55ʣ年以降ɺ減少傾向ʹあΓɺ1980ʢS55ʣ年ͷ150１389人͔

Β2015ʢH27ʣ年国勢調査ͷ127１472人ͱɺ35年間Ͱ22１917人減少ͯ͠い·͢ɻ

͜ͷ35年間Ͱɺ老年ʢ65歳以上ʣ人口24１229人૿加͠ɺ1980ʢS55ʣ年ͷ2３5倍ͱ

ͳͬͯい·͢ɻͦͷ一方Ͱɺ年少ʢ0～14歳ʣ人口18１144人減少͠ɺ1980ʢS55ʣ年ͷ

50％ͱͳ͓ͬͯΓɺ少子高齢化͕顕著ʹͳͬͯい·͢ɻ

生産年齢ʢ15～64歳ʣ人口29１496人減少͠ɺ1980ʢS55ʣ年ͷ70％ͱͳͬͯい·͢ɻ

2021年ͷ推計人口ɺ国立社会保障・人口問題研究所ʢ以下ʮ社人研ʯͱいうɻʣ͕公表ͯ͠

いΔ地域別将来推計人口ͱ2015ʢH27ʣ年国勢調査ͷ人口Λ基ʹɺ厚生労働省͕算定ͨ͠ͷ

Λ採用͠·ͨ͠ɻ

目標年度ͰあΔ2025年ͷ人口ɺ社人研͕公表ͯ͠いΔ地域別将来推計人口Ͱɺ113１400

人ɺ年少ʢ0～14歳ʣ人口12１100人ɺ生産年齢ʢ15～64歳ʣ人口59１800人ɺ老年

ʢ65歳以上ʣ人口41１600人ͱ推計͞Ε·͢ɻ

高齢化率36３7％ͱ予想͞Εɺ2015ʢH27ʣ年ͷ31３7％ʹ比５％૿加͢Δ͜ͱ͕予想͞

Ε·͢ɻ

149,647 147,715 150,389 149,421
145,959 143,712

140,655 136,886
132,266

127,472
119,785

113,441

■ 人口の推移と将来推計 ■
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ʢ̎ʣ校区別人口の推移

校区別ͷ人口ɺ2005ʢH17ʣ年ͱ2015ʢH27ʣ年Λ比較͢Δͱɺ20校区中17校区Ͱ減

少͓ͯ͠Γɺ特ʹ坂本ɺ泉ɺ日奈久ɺ二見ɺ東陽ɺ龍峯ͷ減少率͕顕著ʹͳͬͯい·͢ɻ

一方ɺ全体的ʹ人口͕減少傾向ʹあΔ中ɺ松高ɺ八千把ɺ千丁ͷ̏校区Ͱɺ人口͕やや૿加

ͯ͠い·͢ɻ

ᖹ成17ᖺ ᖹ成27ᖺ

注㸸□内ࡣᖹ成27ᖺ/ᖹ成17ᖺࡢ増減率 出所㸸住民登録世帯数人口数別調査表㸦各ᖺ㸷月末現在㸧

2,041

2,307

15,218

7,123

4,052

1,895

2,973

1,791

3,510

1,269

4,828

5,865

8,874

15,418

11,603

8,194

4,903

15,443

5,537

7,817

2,674

2,765

16,246

7,107

5,546

2,326

3,787

2,102

3,854

1,307

4,899

6,349

9,764

15,320

11,312

8,571

5,466

15,818

6,193

8,156

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

八代

郡築

■ 校区別人口の変化 ■
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世帯数૿加傾向ʹあΓɺ2015ʢH27ʣ年国勢調査ͷ世帯数47１972世帯Ͱ͢ɻ

1985ʢS60ʣ年時点ͷ̍世帯当ͨΓ平均人数3３54人Ͱあͬͨͷͷɺ̏ 人Λ超えͯいͨ世帯

規模年々縮小傾向ʹあΓɺ2015ʢH27ʣ年ͷ̍世帯当ͨΓ平均人数2３66人ͱͳͬͯい·͢ɻ

2021年ͱ目標年度ͰあΔ2025年ͷ世帯数ɺ1985ʢS60ʣ年～2015ʢH27ʣ年ͷ国勢

調査ʹ͓͚Δ̍世帯当ͨ

Γ人員ʢ平均世帯人員ʣ

ͷ推計式ʹΑΓɺ2021

年ɺ2025年ͷ̍世帯当

ͨΓ人員ʢ平均世帯人

員ʣͱ推計人口ʹ基ͮい

ͯ推計͠·ͨ͠ɻ

目標年度ͰあΔ2025

年ͷ世帯数ɺ43１300

世帯ɺ̍世帯当ͨΓ平均

人数2３62人ͱ推計͞

Ε·͢ɻ

�

ʢ̐ʣ就業人口の推移と推計

本市ͷ就業人口ɺ1985ʢS60ʣ年以降ɺ減少傾向ʹあΓɺ1985ʢS60ʣ年ͷ70１985人

͔Β2015ʢH27ʣ年国勢調査ͷ59１562人ͱɺ30年間Ͱ11１423人減少ͯ͠い·͢ɻ

·ͨɺ産業別就業者ͷ推移Λ見Δͱɺ第̏次産業就業者数ɺ1985ʢS60ʣ年ͷ36１295人

ʢ全体ʹ占ΊΔ割合51３1％ʣ͔Β2015ʢH27ʣ年ʹ37１231人ʢ同62３5％ʣ·Ͱ૿加ͯ͠い

·͢ɻ

第̍次産業就業者ɺ一貫ͯ͠減少傾向ʹあΔͷͷɺ2015ʢH27ʣ年ʹ若干ͷ૿加ͱͳͬ

ͯい·͢ɻ

2021年ͱ目標年度ͰあΔ2025年ͷ就業人口ɺ1985ʢS60ʣ年～2015ʢH27ʣ年ͷ国

勢調査ʹ͓͚Δ就業者数ͱ産業別就業者数ʹΑΓɺ2021年ɺ2025年ͷ産業分類別割合Λ算定

͠ɺ推計人口ʹ基ͮいͯ推計͠·ͨ͠ɻ

目標年度ͰあΔ2025年

ͷ就業人口ɺ54１200

人ͱ推計͞Εͯい·͢ɻ

ͦͷうͪɺ第̍次産業͕

6１800人ʢ全体ʹ占Ί

Δ割合12３5％ʣɺ第̎次

産業͕12１600人ʢ同

23３3％ʣɺ第̏次産業͕

34１800人ʢ同64３2％ʣ

ͱ推計͞Ε·͢ɻ

�

■ 世帯数及び̍世帯当ͨΓ人員の推移と将来推計 ■

3.54
3.40

3.20
3.05

2.91 2.79

2.66 2.67 2.62

当たり

世帯当たり人員

■ 産業分類別就業人口の推移と将来推計 ■

推計70,985 70,569 70,523 67,649

65,043

59,261 59,562 57,707

54,239
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八代市を取り巻く社会情勢
我͕国Λ取Γ巻͘社会経済状況大͖͘変化͖ͯ͠·ͨ͠ɻ国内外Ͱ大͖͘変化͢Δ社会経済

状況Λ;·えͯɺ第̎次八代市総合計画ʹ係Δ本市Λ取Γ巻͘社会情勢Λ整理͢Δͱ以下ͷͱ͓

ΓͰ͢ɻ

̍ɹ人口減少と少子高齢社会の進行

我͕国ͷ総人口ɺ2015ʢH27ʣ年国勢調査Ͱɺ̍億2１709万人ͱɺ調査開始以来ɺ初Ί

ͯͷ減少ͱͳΓ·ͨ͠ɻ社人研ʹ͓いͯɺ2060年ʹ8１674万人·Ͱ減少͢Δͱ推計ͯ͠い

·͢ɻ

人口減少͔ΓͰͳ͘ɺ人口構造大͖͘変化ͯ͠い·͢ɻ年少人口ͱ生産年齢人口ͷ割合͕

減少ͯ͠いΔ一方Ͱɺ老年人口ͷ割合૿加͓ͯ͠Γɺ世界Ͱ類Λ見ͳい速͞Ͱ少子高齢化͕

進行ͯ͠い·͢ɻ

本市ʹ͓いͯɺ総人口ɺ2015ʢH27ʣ年国勢調査ͷ127１472人͕ɺ2060年ʹ

67１600人·Ͱ減少͢Δͱ推計͞Εͯい·͢ɻ·ͨɺ人口構造ʹ͓いͯɺ老年人口ͷ割合͕全

国・県ͷ平均Λ上回ͬͯいΔ一方Ͱɺ年少人口ͷ割合ɺ全国・県ͷ平均Λ下回͓ͬͯΓɺ急激

ʹ少子高齢化͕進行ͯ͠い͘͜ͱ͕予想͞Ε·͢ɻ

͜ͷ少子高齢社会ʹ対応͢ΔͨΊɺ子育ͯや教育環境ͷ充実ɺ保健・福祉・医療ʹ関͢Δ取組

Έͷ͞ΒͳΔ充実͕求ΊΒΕͯい·͢ɻ

2060 2015 2015 2060

1,197 492 2,051 3,558

1,438 1,546 3,082 2,396

1,950 2,648 4,314 2,682

2,149 3,178 4,520 2,671

2,014 3,631 4,615 2,518

2,348 5,005 5,342 2,433

2,467 4,798 5,153 2,486

2,158 4,219 4,409 2,238

1,983 3,792 4,061 2,041

1,860 3,523 3,776 1,849

1,630 3,638 3,844 1,621

1,509 3,352 3,507 1,507

1,432 3,014 3,178 1,436

1,335 2,572 2,932 1,348

1,200 2,118 2,507 1,225

1,338 3,403 2,983 1,233

1,194 2,822 2,755 1,140

1,072 2,672 2,528 1,027

990 2,552 2,446 939
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̎ɹ教育を取Γ巻く環境の変化とニーズの多様化

21世紀ɺ新͠い知識・情報・技術͕社会活動ͷ基盤ͱͯ͠重要性Λ૿͢ͱͱʹɺ情報化や

άϩーバϧ化͕急速ʹ進展͠ɺ人工知能ͳͲͷ新͠い技術͕社会や生活Λ大͖͘変えͯい͘ͱ予

測͞Εͯい·͢ɻ

社会経済環境͕大͖͘変化͢Δ中ɺ子Ͳͨͪ一人一人͕幅広い知識ͱ柔軟ͳ思考力ͱʮͨ͘

·͘͠生͖Δ力ʯΛ身ʹ͚ͭͨɺ心豊͔ͳ人ʹ成長Ͱ͖Δ·ͪͮ͘Γ͕求ΊΒΕͯい·͢ɻ

·ͨɺ近年ɺ多様化͢Δ生活様式ʹ対応ͨ͠生涯学習や余暇活動ʹ対͢Δχーζ͕·͢·͢高

·ͬͯい·͢ɻ

本市ʹ͓いͯɺ市民͕生涯Λ通ͯ͡主体的ʹ学Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖Δ環境ͮ͘Γやɺεϙーπ・文

化活動ͳͲͷ取組ΈΛ通ͯ͡ɺͦΕͧΕͷ世代ʹ͓͚Δ生͖͕いͮ͘Γͷ一層ͷ拡充͕必要Ͱ

͢ɻ·ͨɺͦΕΒʹ対応Ͱ͖Δ情報や場・機会ͷ提供͕求ΊΒΕͯい·͢ɻ

̏ɹ防災体制の機能強化と防災・減災意識の高まΓ

安全Ͱ安心ͳ生活ͷ確保ʹ向͚ͯɺ東日本大震災や平成28年熊本地震ͳͲͷ教訓参考ʹ͠ͳ

͕Βɺ強固ͳ危機管理体制ͷ構築Λ進Ίͯい·͢ɻͦΕͱͱʹɺ自分自身・家族Ͱ災害ʹ備え

Δʢ自助ʣɺ災害ͷ被害Λ減Βͨ͢Ίͷ地域ίϛϡχςΟʹ͓͚Δ相互ͷ助͚合いʢ共助ʣͷ意識

ͷ醸成進ΊΒΕͯい·͢ɻ

·ͨɺ災害時ͷ被害Λ最小化͠ɺ被害ͷ迅速ͳ回復Λ図Δʮ減災ʯͷ考え方͕重要ͱͳͬͯい

·͢ɻ

本市ʹ͓いͯɺ行政ͱ関係機関͕一体ͱͳͬͨɺ防災体制や防災機能ͷ強化ɺ自主防災意識

ͷ高揚ͳͲɺʮ八代市復旧・復興プϥンʯͷ基本理念ͳͲͷ視点Λ;·えͨ取組Έや災害ʹ強い·

ͪͮ͘Γ͕求ΊΒΕͯい·͢ɻ

̐ɹ国際化の進展と産業を取Γ巻く環境の変化

ΞδΞΛ中心ͱ͢Δ新興国ͷ経済成長やɺͦΕʹ伴う国際観光需要ͷ伸ͼɺ͞Βʹɺ国内ʹ

͓いͯɺ先ͷ見えͳい経済状況や地方創生ͷ動͖ͳͲɺ国内Λ取Γ巻͘環境常ʹ変化ͯ͠い

·͢ɻ

本市ʹ͓いͯɺΫϧーζ船ͷ八代港寄港ͷ飛躍的ͳ૿加ɺ八代妙見祭ͷϢネεί無形文化遺

産登録Λ契機ͱͯ͠ɺʮ八代市総合戦略ʯやʮ八代市復旧・復興プϥンʯΛ;·えͨ取組Έɺ豊富

ͳ地域資源Λ活͔ͨ͠·ͪͮ͘Γ͕求ΊΒΕͯい·͢ɻ

·ͨɺ本市ͷ農林水産業ɺ高齢化や後継者不足ʹΑΔ担い手ͷ減少やɺ輸入産物ͱͷ競争ͷ

激化ɺ地産地消ͷ意識ͷ高·ΓͳͲɺ構造的ͳ環境ͷ変化͕急速ʹ進ΜͰい·͢ɻ

͞Βʹɺ商工業ʹ͓いͯɺ経済ͷάϩーバϧ化ɺ規制緩和ͳͲΛ背景ʹɺ既存商店街ͷ衰退

や事業所ͷ撤退ͳͲͷ問題͕見ΒΕͯい·͢ɻ

特ʹɺ農林水産Λ軸ͱͨ͠産業構造Λ持ͭ本市ʹ͓いͯɺ社会情勢ͷ変化ʹ即ͨ͠支援施策

Λ進ΊɺΑΓ自立性ͷ高い産業構造Λ確立ͯ͠い͘͜ͱ͕求ΊΒΕͯい·͢ɻ
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̑ɹ地球温暖化・循環型社会への対応と自然との共生

地球温暖化ɺ私ͨͪͷ暮Β͠ʹ大͖ͳ影響Λ及ぼ͢重要ͳ環境問題Ͱ͢ɻ国Ͱɺ2016

ʢH28ʣ年ʹ策定ͨ͠地球温暖化対策計画ʹ基͖ͮɺ2030年ͷ中期削減目標ͷ達成ͳͲʹ向͚ͨ

取組Έ͕進ΊΒΕͯい·͢ɻ

循環型社会ͷ形成ʹͭいͯɺ廃棄物ͷ発生抑制ʢϦσϡーεʣɺ再利用ʢϦϢーεʣɺ再生利

用ʢϦサΠΫϧʣͷ取組Έ͕進ΊΒΕ͖ͯ·ͨ͠ɻ͔͠͠ɺ͜Ε·Ͱͷʮ循環ͷ量ʯʹ着目ͨ͠

施策ʹ加えɺʮ循環ͷ質ʯʹ着目͠ɺϦσϡーε・ϦϢーεͷ取組Έͷ強化やɺ̏Ｒ国際協力ͷ

推進͕ɺ新ͨͳ政策ͷ柱ͱͯ͠掲͛ΒΕͯい·͢ɻ

球磨川・八代海ͳͲɺ多様Ͱ豊͔ͳ自然環境Λ有ͯ͠いΔ本市ʹ͓いͯɺ良好ͳ環境Λ保全・

創出͢Δ取組Έ͕必要Ͱ͢ɻ·ͨɺ資源やΤネϧΪーͷ循環利用ɺ有効活用ͳͲΛ通ͯ͠ɺ環境

ͷ負荷͕少ͳい地域社会ͷ構築Λ目指ͨ͠取組Έ͕求ΊΒΕͯい·͢ɻ

̒ɹ厳し͞を૿す行財政運営

地方行財政運営Λ取Γ巻͘地域経済ɺ政府ʹΑΔ経済対策や2020年ʹ開催͞ΕΔ東京オϦ

ンϐοΫͷ影響ʹΑΓɺ一部ͷ都市圏Ͱ回復ͷ兆͠ΛΈせͯい·͢ɻ͔͠͠ɺ全国的ʹɺ少

子高齢化ʹ伴う生産年齢人口ͷ減少ɺ地域経済ͷ停滞ʹ伴う税収ͷ減少ͳͲʹΑΓɺ財政状況

厳͠͞Λ૿ͯ͠い·͢ɻ

͞Βʹɺ高齢化ͷ進行ʹ伴う社会保障費や公共施設ͷ老朽化ʹ伴う維持管理費ͳͲɺ今後ɺ૿

大͢Δ経費負担ɺ自治体運営ʹ大͖ͳ影響Λ与えΔ͜ͱ͕予想͞Ε·͢ɻ

本市ʹ͓いͯɺ合併算定替ͷ終了ʹΑΔ普通交付税ͷ段階的削減やɺ新庁舎建設ͳͲͷ大規

模建設事業控え͓ͯΓɺ財政Λ取Γ巻͘状況厳͘͠ͳΔ͜ͱ͕予想͞Ε·͢ɻ

ͦͷͨΊɺ民間活力ͷ͞ΒͳΔ活用や公共施設ͷ適正ͳϚネδϝンτͳͲʹΑΓɺ限ΒΕͨ行

政資源ʢ予算ɺ人材ɺ資産ʣΛ有効ʹ活用͢Δ͜ͱ͕必要Ͱ͢ɻ·ͨɺ市職員ͷ͞ΒͳΔ能力開

発や情報通信技術ͷ有効活用ͳͲΛ通ͯ͠ɺ͜Ε·Ͱ以上ʹ効率的Ͱ健全ͳ行財政運営ʹ取Γ組

ΜͰい͘͜ͱ͕求ΊΒΕͯい·͢ɻ

̓ɹ複雑化・多様化すΔ地域課題への対応

昨今ɺ社会ͷ意識͕ʮͷͷ豊͔͞ʯ͔Βʮ͜͜Ζͷ豊͔͞ʯʹ変化͠ɺͦ ͷχーζ複雑化・

多様化ͯ͠い·͢ɻ国ɺ地方Λ通ͯ͡財政状況͕厳͠い今日ɺ行政͕ͯ͢ͷχーζʹ͖Ί細͔

͘対応ͯ͠い͘͜ͱɺ非常ʹ難͠い状況ͱͳͬͯい·͢ɻ

ͦ͜Ͱɺ行政͚ͩͰͳ͘ɺ住民ɺ事業者ͳͲ͕ɺ知恵Λ出͠合いɺ資源Λ補い合いɺͰ͖Δ

͜ͱΛ重Ͷ合わせͯɺ社会や地域ͷ課題ʹ取Γ組Ήʮ協働ͷ·ͪͮ͘ΓʯΛ進Ίͯい͘͜ͱ͕必

要ͱͳͬͯい·͢ɻ

本市ʹ͓いͯɺ2014ʢH26ʣ年度ʹ市内21地域ʹʮ地域協議会ʯ͕設立͞Εɺ地域ͷ実情

ʹ応ͨ͡取組Έ͕進ΊΒΕͯい·͢ɻ·ͨɺ市民ͱ行政ͷ情報共有Λ進ΊΔͨΊɺϗーϜϖーδ

や広報紙ͳͲΛ通ͯ͠ɺ行政情報ͷ発信Λ進Ί·͢ɻ

今後ɺ地域ͷ自治力Λ͞Βʹ高ΊΔͨΊɺ行政ͱͯ͠ɺ地域協議会ͷ支援ɺϘϥンςΟΞ

団体ͳͲ民間団体ͷ支援・環境ͮ͘ΓΛ͞Βʹ進ΊΔ͜ͱ͕必要Ͱ͢ɻ·ͨɺ行政情報ͷ発信

ͱ広聴機会ͷ拡大ͳͲΛ通ͯ͠ɺ市民ͷΑΓ自発的͔ͭ積極的ͳ市政ͷ参画ͱ協働Λ進Ίͯい

͘͜ͱ͕求ΊΒΕͯい·͢ɻ


