
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
次  第 

１ 開    会 

２ 富山市総合計画審議会部会長あいさつ 

３ 説    明 

４ 質疑応答 

５ 閉    会 

 

 
 

富 山 市 総 合 計 画 

～前 期 基 本 計 画 （案 ）について～ 

平成１８年１１月

富 山 市 



富山市総合計画・前期基本計画(案)について 

 

 

１ 総合計画策定の趣旨 

・平成 17 年４月に７市町村が合併、新たな富山市としてスタートしました。 

 ⇒ 山岳地帯から富山湾までの広範な面積を有する市 

・それぞれの地域で受け継がれてきた、自然・歴史・文化などを大切にしな

がら、さらに発展させて次の世代に引き継いでいくことが必要です。 

・時代の大きな変化に対応しながら、市民が誇りをもって暮らすことができ

るまちづくりを進めていくことが大切です。 

                

   

 

 

 

 

 

 

２ 総合計画策定の視点 

  ①一体感の醸成、②地域特性の尊重、③都市と自然の共生、④成果重視 

  

３ これまでの策定経過 

   平成 17 年 10 月   総合計画審議会の設置 

   (安心・安全・潤い・活力・協働の 5 部会) 

     18 年 6 月  基本構想案を審議会に諮問 

18 年 8 月  基本構想案に対する意見を審議会から答申 

18 年 ９月  基本構想を９月市議会で議決 

18 年 10 月  前期基本計画案を審議会に諮問 

  

≪計画策定における市民参画≫ 

     市民意識調査の実施、地域別ワークショップの実施、パブリックコメ 

ントの実施、地域別タウンミーティング、出前講座での説明 

 

 

 

 

 

≪総合計画策定の趣旨≫ 

 ①今後のまちづくりの基本的な方向を示す。 

②目指すべき都市像を示す。 

③市民の皆さんと行政の共通の目標を定めるとともに、実現するための

指針として定める。 
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４ 総合計画の構成と期間 

 

 

 

 

 

 

 

(画面 大山 P5 に年度を記載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 富山市を取り巻く状況 

 ①新しい市としての一体性の確保に向けた取り組みが必要。 

 ②それぞれの地域の特性を生かして、農業や商工業などさまざまな産業が発

達しており、特色ある地域の歴史・文化の魅力も多い。 

③市街地の拡散と薄く広がった市街地が形成され、中心市街地の空洞化が進

んでいる。また、中山間地域においても過疎化が進行している。 

  コミュニティ機能が低下しており、今後の人口減少、少子・超高齢社会 

の進行によりその傾向が一層進むことが懸念される。 

 

                   

そそれれぞぞれれのの地地域域のの特特性性をを踏踏ままええてて中中心心市市街街地地とと周周辺辺地地域域・・中中山山間間地地域域がが互互

いいにに交交流流しし、、連連携携をを深深めめるるここととでで市市全全体体ががババラランンススよよくく発発展展ししてていいくく必必要要

ががあありりまますす。 

  

 ④県都としてさまざまな都市機能が集積、鉄道・道路・空港・港湾などが整

備され、交通の結節点となっており、産業・経済・文化・観光などの面で、

日本海側有数の中核都市としての役割が期待されている。 

⑤北陸新幹線の開業。 

                

今今後後ささららにに交交流流がが活活発発ににななるるここととかからら、、富富山山のの魅魅力力をを一一層層高高めめ国国内内外外にに発発

信信しし、、観観光光のの振振興興やや広広域域的的なな経経済済活活動動のの促促進進にに努努めめるる必必要要ががあありりまますす。。  

実施計画

基本計画
前期･後期各５年間

（前期：平成１９年度～２３年度）

基本構想
１０年間

（平成１９年度～２８年度）

基本構想を具体化するための基本的な施
策を体系的に明らかにします。

・基本計画で定める施策を計画的に実施
するため必要な事業を明らかにします。
・具体的な事業の年次計画を示すもので
あり、社会・経済情勢などの変化に応じ
ながら施策の実効性の確保を図るため、
毎年度策定します。

長期的な展望のもと、本市が目指す都市
像とまちづくりの目標を定め、その目標
を達成するための施策の基本的な方向を
定めます。
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６ 人口の見通し 

年齢別人口

45

(11%)

50

(13%)

55

(13%)

58

(14%)

60

(14%)

64

(16%)

235

(59%)

245

(59%)

262

(63%)

273

(65%)

281

(67%)

285

(68%)

122

(30%)

117

(28%)

102

(24%)

80

(19%)

69

(16%)
90

(21%)

402
412419421421418

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

（千人）

65歳以上

15～64歳

0～14歳

 

＊人口は、今後減少し、高齢者人口比率は、さらに高まる。 

 

 

７ まちづくりの主要課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ まちづくりの基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

①人口減少と少子化への対応       ⑦広域的な拠点性の向上 

②超高齢社会への対応             ⑧コンパクトなまちづくり 

③危機管理・防災対策             ⑨地域力の強化 

④環境政策                       ⑩地域産業の活性化 

⑤森林政策                       ⑪富山の魅力の発信 

⑥個性ある地域の発展と一体性の確保  ⑫効率的な行財政運営 

「「共共生生・・交交流流・・創創造造」」  

都市と自然が調和しながら、それぞれの機能を高めるとともに、さま

ざまな交流活動の促進を図り、新しい活力と魅力を創造していくこと。
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９ 基本構想の都市像と「５つのまちづくりの目標」 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市像を実現するための「５つのまちづくりの目標」を設定します。 

   

 

 

 

 

まちづくりの主要課題  

（１）人口減少と少子化への対応 

（２）超高齢社会への対応 

（３）危機管理・防災対策 

（４）環境政策 

（５）森林政策 

（６）個性ある地域の発展と一体性の確保 

（７）広域的な拠点性の向上 

（８）コンパクトなまちづくり 

（９）地域力の強化 

（10）地域産業の活性化 

（11）富山の魅力の発信 

（12）効率的な行財政運営 

都 市 像人 ・ま ち ・自 然 が 調 和 す る  活 力 都 市 と や ま  

まちづくりの目標  

安  心  

人が輝き安心して暮らせるまち 

潤  い  

都市と自然が調和した潤いが実感できるまち 

活  力  

個性と創造性に満ちた活力あふれるまち 

安  全  

すべてにやさしい安全なまち 

協  働  

新しい富山を創る協働のまち 

基本理念「 共 生 ・ 交 流 ・ 創 造 」  

人・まち・自然が調和する 活力都市とやま 
 

市 民 の 暮 ら し は 、海 岸 か ら 山 岳 部 ま で の 広 大 な 範 囲 の さ ま ざ ま な 地 域 で

営 ま れ て お り 、そ れ ぞ れ が も つ 個 性 を 大 切 に し な が ら 、企 業 や 市 民 の 活

動 が 活 発 で 、 躍 動 し て い る 都 市 を 目 指 し ま す 。  
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10 基本計画案の施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業

施 策

政 策

まちづくりの目標

都市像

『人・まち・自然が調和する活力都市とやま』

Ⅰ 人が輝き安心して暮らせるまち
Ⅱ すべてにやさしい安全なまち
Ⅲ 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち
Ⅳ 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち
Ⅴ 新しい富山を創る協働のまち

１９政策

６２施策

総合計画事業（１６５事業）
総合計画事業以外の事業
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（政策） （施策） （施策の方向）

(1)子育て環境の充実
①多様な保育サービスなどの提供

②保育など児童福祉施設の整備・充
  実

③児童健全育成事業の充実

④子育て相談の充実

⑤母子保健の充実

⑥ひとり親家庭への支援

⑦不妊治療への支援

⑧児童虐待防止体制の整備

⑨子育て意識の啓発

⑩子育てしやすい職場環境づくり

(2)学校教育の充実
①自主性や創造性を育てる教育の推
  進

②学校教育環境の整備

③安心・安全な学校づくり

④食育と健康管理の推進

(3)高等教育の推進
①富山外国語専門学校の充実

②富山ガラス造形研究所の充実

③高等教育機関との連携強化

(4)市民の自主的な学習
   環境の充実

①生涯学習活動の充実

②生涯学習拠点の充実

(1)個性や能力を生かし
   た多様な雇用機会の創出

①雇用機会の拡大と就労支援

(2)勤労者福祉の向上
①就業環境の向上

②仕事と家庭が両立できる職場環境
  づくり

Ⅰ 人が輝き安心して暮らせるまち

１ すべての世代が
学び豊かな心を育
むまちづくり

２ いきいきと働き
豊かに暮らすまち
づくり
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(1)スポーツ・レクエー
   ション活動の充実

①スポーツ・レクリエーション活動
  の推進

②スポーツ・レクリエーション拠点
  の整備・充実

(2)健康づくり活動の充
   実

①からだの健康づくりの推進

②心の健康づくりの推進

③難病対策の充実

④感染症対策の充実

(3)介護予防活動の充実
①介護予防活動の推進

②介護予防サービス基盤の整備

(1)高齢者・障害者への
   支援

①高齢者・障害者にやさしい環境づ
  くり

②高齢者の自立を支える地域づくり

③障害者の自立支援の充実

④介護サービス基盤の整備

(2)社会参加と生きがい
   づくり活動への支援

①高齢者の社会参加と生きがいづく
  りの推進

②障害者の自立と社会参加の推進

(1)保健・医療・福祉の
   連携、充実

①保健・医療・福祉の一体的なサー
  ビスの実現

②市民病院の充実

③救急医療体制の充実

(2)コミュニティの再生
①ボランティア活動の推進

②地域活動の推進

③地域の活動拠点の整備

(3)家庭・地域における
   教育力の向上

①家庭における教育力の向上

②家庭・学校・地域との連携

３ 健康で健全に暮
らす元気なまちづ
くり

４ 誰もが自立し安
心して暮らせるま
ちづくり

５ 共に生き共に支
えるふれあいのま
ちづくり
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（政策） （施策） （施策の方向）

(1)災害に強いまちづくり
①浸水対策の強化

②土砂災害の防止

③災害への対応機能の強化

④防災意識の啓発

⑤危機管理体制の整備

(2)雪に強いまちづくり
①除排雪体制の強化

②道路の消雪施設の整備

③地域ぐるみの除排雪活動への支援

(3)消防・救急体制の整備
①多様な災害や事故への対応能力の
  強化
②地域における消防拠点の整備と機
  能強化
③応急手当の普及啓発

④市民の防火意識の高揚

(4)交通安全対策の充実
①交通安全施設の整備

②子どもや高齢者の交通事故防止

③安全で快適な歩行空間の確保

④自転車利用者の快適性と安全の
  確保
⑤地域に根ざした交通安全活動の
  促進

(5)防犯・防災体制の充実
①地域の防犯活動への支援

②夜間の防犯環境の向上

③防犯意識の啓発

④防災意識の啓発

Ⅱ すべてにやさしい安全なまち

１ 安全に暮らせる
社会の実現
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(1)安全で快適なまちづくり
①大気などの監視活動の強化

②事業所等への指導の強化

③食品衛生・環境衛生対策の強化

④身近な公園の安全確保

⑤空き地の適正な維持管理の指導

⑥地下水の適正利用

(2)安全・安心な消費生活の推進
①消費生活の情報提供の充実

②食育や地産地消の推進

③食の安定供給

(3)快適な生活環境づくり
①上水道の整備

②汚水処理施設の整備

③地域の環境美化

④動物愛護の推進

⑤墓地・斎場の環境整備

(1)循環型まちづくりの基盤整備
①ごみの減量とリサイクルの推進

②再生資源の利用促進

③廃棄物の適正処理の推進

④エコタウンの充実

(2)エネルギーの有効活用
①風力発電の導入

②バイオディーゼル燃料製造事業化
  への支援
③太陽光発電導入への支援

④小水力発電・森林バイオマス発電
  の導入
⑤省エネルギー対策の推進

(3)市民・企業・行政の協働に
  よる環境負荷低減への取り
  組み

①環境負荷低減への取り組みの
  支援・拡充

②環境負荷低減に関する情報の提供

③環境教育の推進

(1)森林機能の再生・強化
①計画的な森林の整備

②森林機能の重要性の啓発

③森林ボランティアとの連携

(2)生態系の保護・回復
①生態系に配慮した取り組みの推進

②野生生物に関する知識の普及

③人身被害の防止

４ 暮らしの安全を
守る森づくり

２ 人と自然にやさ
しい安全・安心な
まちづくり

３ 地球にやさしい
環境づくり
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（政策） （施策） （施策の方向）

(1)賑わいと交流の都市空間
   の創造

①富山駅周辺の南北一体的なまち
  づくり事業の促進

②中心市街地の賑わい再生

③歩行空間の整備・充実

④やすらぎ空間の創生

(2)地域の個性と特性を生かした
  まちづくり

①交流拠点施設の充実

②地域の個性の発揮

③個性的で機能的なサイン整備

(3)ふるさと景観の保全・形成
①自然景観や伝統的な景観の保全・
  活用

②良好な市街地景観の創出

③景観に関する市民意識の啓発

(4)ゆとりが感じられる都市生活
  基盤の整備

①土地区画整理事業の推進

②多様な市民ニーズに対応した市営
  住宅の整備

(1)水辺環境の保全・育成
①海洋レクリエーション拠点の整備

②河川の活用による沿川地域の活性
  化

(2)公園・緑地の整備
①多様な目的に対応した公園などの
  整備

②緑地の維持と緑化活動の推進

(3)中山間地域の振興
①山間地での自然体験空間の整備

②都市と山村地域の交流事業の推進

(1)歩いて暮らせるまちづくりの
  推進

①コンパクトなまちの実現に向けた
  整備計画の推進

②公共交通の活用による歩いて暮ら
  せるまちづくり

(2)まちなか居住の推進
①まちなか居住の推進

②まちなかの生活環境の整備

(3)地域の生活拠点地区の整備
①生活拠点地区の機能強化

(1)公共交通の利用促進
①公共交通の利用促進

(2)拠点を結ぶ交通体系の再構築
①公共交通の利便性の向上

(3)地域を結び生活を支える道路
  網の整備

①国道や県道の整備促進

②市道の整備推進

Ⅲ  都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

４ 生活拠点をつな
ぐ交通体系の充実

１ 都市と自然が共
生する賑わいとゆ
とりのまちづくり

２ 「海・川・森・
山」水と緑が映える
潤いと安らぎのまち
づくり

３ コンパクトなま
ちづくり
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（政策） （施策） （施策の方向）

(1)広域・滞在型観光の推進
①富山らしい滞在型観光の推進

②外国人観光客の誘致促進

(2)観光資源のネットワーク化の
  推進

①地域の観光資源のネットワーク化
  による魅力の向上
②スキー場と温泉施設等との連携

(3)富山ブランドの発掘・発信
①富山のイメージを高めるブランド
  化の推進

(4)コンベンションの振興
①コンベンション誘致の推進

②アフターコンベンションの充実

(5)おもてなしの心の醸成
①市民ぐるみでもてなす心の醸成

(1)伝統的文化・文化遺産の保
  全、活用

①伝統文化等の保存・継承への支援

②伝統的なまち並みの保全と活用

③文化遺産等の保全と活用

④地域固有の文化資料等の電子化

(2)新たな芸術文化の発信
①新たな芸術文化の創造への支援

②デザインの普及とデザイン活動
  への支援

(3)市民の芸術文化活動への支援
①優れた芸術文化に親しむ機会の
  充実
②地域の芸術文化活動拠点の充実

③地域文化を支える人材の育成

(1)広域交流の推進・充実
①選ばれるまちづくりの推進

②都市間の連携・交流による魅力の
  創出

(2)発展と交流を支える広域交通
  ネットワークの整備・充実

①陸・海・空の広域交通ネット
  ワークの活用

(3)世界とふれあう多様な交流の
  促進

①様々な国際交流活動への支援

②外国人がすごしやすいまちづくり

(1)とやまの活力を生み出す人
  づくり

①各産業を支える人材育成

②起業者への支援

(2)とやまの魅力と活力を築く
  ものづくり・しくみづくり

①工業振興ビジョンの策定

②中小企業経営基盤安定・強化への
  支援
③地域に根ざした農林漁業への支援

④地域商店街の活性化

⑤コミュニティビジネス創業機運の
  醸成

(3)とやまの未来を拓く新産業・
  新事業の創造

①新たな産業の育成

②企業立地の促進

４ 新しい価値を創
造する活力ある産
業の振興

Ⅳ  個性と創造性に満ちた活力あふれるまち

１ 出会いと発見に
満ちた魅力ある観
光のまちづくり

２ 個性豊かな文
化・歴史を守り育
てるまちづくり

３ 人・もの・情報
が行き交う多彩な
交流の促進
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（政策） （施策） （施策の方向）

(1)一人ひとりが尊重される平和
  な社会づくり

①一人ひとりの個性と創造性を尊重
  する社会づくり

②自然災害や犯罪の被害者への支援

(2)市民主体のまちづくり
①協働を推進する環境整備

②市政への参画機会の拡大

(3)男女共同参画の推進
①社会制度や慣習を見直す意識啓発

②男女共同参画の環境整備

③女性の多様な能力の活用

(1)職員の意識改革と組織の活性
  化

①多様な行政ニーズに対応できる職
  員の育成

②職員の地域への参画

(2)計画的で効率的な行財政運営
  の推進

①健全財政の維持

②スリムな行政組織の構築等

③民間委託など民間活力の活用手法
  の推進

④遊休財産の活用

(3)開かれた行政の確立
①パブリックコメントなどの充実

②市民との意見交換の機会の充実

③広報紙等による情報提供の充実

(4)情報化の推進
①電子自治体の推進

②情報システムの最適化

②情報セキュリティ対策

(5)地方分権・広域行政への対応
①地方分権への対応

②広域行政の推進

１ いきいきと輝く
市民が主役の社会
の実現

２ 新しい「行財政
システム」の確立

Ⅴ  新しい富山を創る協働のまち
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11 土地利用の方針 

① 市街地ゾーン(既成市街地及びその周辺地域) 

⇒ コンパクトで効率的な市街地の形成を図ります。 

② 田園環境共生ゾーン(主に平野部の農用地) 

⇒  農用地を保全し、農業振興を図ります。 

③ 自然環境共生ゾーン(中山間地域など) 

⇒ 自然及び景観の保全、集落機能の維持を図ります。 

④ 自然環境保全ゾーン（山間部） 

⇒ 貴重な自然環境として保全を図ります。 

 

都心及び地域生活拠点のイメージ 

地域生活圏の特性を生かしながらそれぞれの拠点を公共

交通で結び、歩いて暮らせるまちづくりを目指します。 
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交通体系整備のイメージ 

水と緑の整備のイメージ 
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12 主要課題に対応する主な施策の推進 

  基本構想で示したまちづくりの主要課題に対応するため、次のとおり主な

施策・事業を推進します。                                    ・上段：主な施策 

                                                                                          →下段：主な事業 

主要課題 主要課題に対応する主な施策・事業 

(1) 人口減少と少子化

への対応 

・多様な保育サービスの提供など子育て環境の充実 

→特別保育の充実、多機能保育所の整備など 

・自主性や創造性を育てる教育の推進 

  →外国青年語学指導事業など 

・雇用機会の拡大と就労支援 

  →高齢者・障害者の就労機会の拡大支援 

・仕事と家庭の両立を支援する勤労者福祉の向上 

  →ファミリー・サポート・センター事業 

・元気な子どもを育てるスポーツ･レクリエーション

活動の充実 

→子どもの体力向上事業、体育館等整備事業など

・家庭・地域における教育力の向上 

  →地域児童健全育成事業など 

・子どもや高齢者に対する交通安全対策の充実 

  →子ども及び高齢者交通安全対策事業など 

・子どもたちが集う公園・緑地の整備 

    →ファミリーパーク整備事業など 

・団塊の世代などの定住促進を図る選ばれるまちづく

りの推進 

    →まちなか居住推進事業など 

 

(2)超高齢社会への対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・健康づくり活動の充実 

    →健康づくり推進事業、がん検診事業など 

・介護予防活動の充実 

    →介護予防運動指導者育成事業など 

・福祉サービスの充実による高齢者・障害者への支援

    →介護予防拠点整備事業など 

・高齢者の社会参加と生きがいづくり活動への支援 

    →高齢者交流広場等整備事業など 

・子どもや高齢者に対する交通安全対策の充実 

→子ども及び高齢者交通安全対策事業など 
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主要課題 主要課題に対応する主な施策・事業 

 

 

・公共交通の活用による歩いて暮らせるまちづくりの

推進 

    →公共交通利用促進啓発事業など 

・都心地区でのまちなか居住の推進 

    →まちなか居住推進事業 

・地域の生活拠点地区の機能強化 

    →歴史的まち並み修景等整備事業など 

・公共交通の利便性向上による拠点を結ぶ交通体系の

再構築 

    →高山本線沿線まちづくり事業など 

 

(3) 危機管理・防災対 

策 

・学校などの公共施設の耐震化の推進 

    →大規模改造事業、校舎改築事業など 

・浸水対策の強化など災害に強いまちづくり 

    →河川水路整備事業、排水ポンプ車導入事業など

・除排雪体制の強化など雪に強いまちづくり 

    →消雪対策事業 

・消防・救急体制の整備 

    →消防署等常備消防拠点整備事業など 

・交通安全施設の整備など交通安全対策の充実 

    →交通安全施設設置事業など 

・防犯・防災体制の充実 

    →防犯灯設置事業、自主防災組織支援事業など 

・大気の監視活動の強化など安全で快適なまちづくり

    →保健所試験検査機能強化事業 

・水道施設の整備など快適な生活環境づくり 

    →流杉浄水場改築事業、地下水源の整備など 

・土砂災害防止などの森林機能の再生・強化 

    →森林整備事業、森のちから再生事業など 

・避難場所としての公園・緑地の整備 

    →総合・地区・近隣公園整備事業など 

 

(4)環境政策 

 

 

 

・大気の監視活動の強化など安全で快適なまちづくり

    →保健所試験検査機能強化事業 

・地域の環境美化などによる快適な生活環境づくり 

    →公共下水道(汚水)整備と普及の促進など 
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主要課題 主要課題に対応する主な施策・事業 

 ・リサイクルの推進など循環型まちづくりの基盤整備

    →ごみの分別回収の推進、エコタウン推進事業 

・太陽光発電などのエネルギーの有効活用 

    →風力発電導入事業など 

・市民・企業・行政の協働による環境負荷低減への取

り組み 

    →ごみの分別回収の推進など 

・環境にやさしい公共交通の利用促進 

    →公共交通利用促進啓発事業など 

 

(5）森林政策 ・森林機能の再生・強化 

    →森林整備事業、森のちから再生事業など 

・森林における生態系に配慮した取り組みの推進 

→森林整備事業、森のちから再生事業など 

・木のアートなど地域の個性と特性を生かしたまちづ

くり 

    →木と出会えるまちづくり事業 

・森林公園の整備など中山間地域の振興 

    →自然公園等整備事業、中山間地域等農業活性化

支援事業など 

・地場産材の活用促進 

    →地域材活用促進事業 

 

(6) 個性ある地域の発

展と一体性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域の自然環境調査など市民の自主的な学習環境の

充実 

    →市民自然調査事業 

・地域の個性と特性を生かしたまちづくり 

    →樫尾小学校保存活用事業、木と出会える 

まちづくり事業など 

・歴史的まち並みなどのふるさと景観の保存・育成 

    →歴史的まち並み修景等整備事業など 

・グリーンツーリズムなど都市と農村の交流による中

山間地域の振興 

    →都市農山漁村交流推進事業など 
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主要課題 主要課題に対応する主な施策・事業 

 ・地域の生活拠点地区の整備 

    →幹線市道整備事業、高山本線沿線まちづくり 

事業など 

・公共交通の利便性向上による拠点を結ぶ交通体系の

再構築 

    →公共交通利用促進啓発事業など 

・地域を結び生活を支える道路網の整備 

    →街路整備事業、幹線市道整備事業など 

・祭りや遺跡など伝統的文化・文化遺産の保全、活用

→史跡王塚・千坊山遺跡群整備事業など 

・地域の特産物を生かした農林漁業の支援 

→富山とれたてネットワーク事業、都市農山漁村

交流推進事業など 

 

(7) 広域的な拠点性の

向上 

 

・富山駅周辺の南北一体的なまちづくり事業や中心市

街地の再開発など賑わいと交流の都市空間の整備・

充実 

・広域・滞在型観光の推進 

→富山ブランド推進事業、外国語表示観光案内板

整備事業など 

・観光資源のネットワーク化 

→観光実践プランの策定、観光サポーター研修 

事業など 

・コンベンションの振興 

→観光サポーター研修事業など 

・国際交流活動への支援 

→姉妹・友好都市締結記念事業など 

・広域交通ネットワークの活用 

    →街路整備事業、幹線市道整備事業など 

 

(8) コンパクトなまち

づくり 

 

 

 

 

・富山駅周辺の南北一体的なまちづくり事業や中心市

街地の再開発など賑わいと交流の都市空間の整備・

充実 
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主要課題 主要課題に対応する主な施策・事業 

 ・公共交通の活用による歩いて暮らせるまちづくりの

推進 

    →市内電車環状線化事業、中心市街地まちづくり

事業など 

・都心地区でのまちなか居住の推進 

    →まちなか居住推進事業 

・地域の生活拠点地区の整備 

    →宅地整備事業、幹線市道整備事業など 

・鉄軌道などの公共交通の利用促進 

    →バス交通利用促進事業、高山本線沿線まち 

づくり事業など 

・公共交通の利便性向上による拠点を結ぶ交通体系の

再構築 

    →公共交通利用促進啓発事業など 

・地域を結び生活を支える道路網の整備 

    →幹線市道整備事業、街路整備事業 

 

(9) 地域力の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域の連携による高齢者・障害者の自立支援 

    →地域密着型サービス等拠点整備事業 

・地域活動の推進などコミュニティの再生 

    →市立公民館の整備・充実など 

・家庭・地域における教育力の向上 

    →地域児童健全育成事業など 

・自主防災組織による災害に強いまちづくり 

    →自主防災組織支援事業 

・地域ぐるみの除排雪活動など雪に強いまちづくり 

    →消雪対策事業など 

・消防団員の確保など消防・救急体制の整備 

    →消防署等常備消防拠点整備事業など 

・地域に根ざした交通安全対策の充実 

    →交通安全施設設置事業など 

・地域防犯組織の育成など防犯・防災体制の充実 

    →防犯灯設置事業など 

・資源ごみの集団回収など循環型まちづくりの基盤整

備 

    →ごみの分別回収の推進など 
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主要課題 主要課題に対応する主な施策・事業 

 ・市民・企業・行政の協働による環境負荷低減への取

り組み 

    →バイオディーゼル燃料導入事業など 

・ふるさと景観の保存・育成 

    →まち並み保存活用推進事業 

・地域住民が管理をサポートする公園・緑地の整備 

    →公園管理サポート事業 

・祭りなどの伝統的文化・文化遺産の保全、活用 

    →まち並み保存活用推進事業 

 

(10) 地域産業の活性

化 

 

・地産地消の推進や地場産材の活用促進 

    →富山とれたてネットワーク事業など 

・商店街の活性化など賑わいと交流の都市空間の整 

備・充実 

    →おでかけバス事業、グランドプラザ整備・運営

事業など 

・特産品の開発など地域に根ざした農林漁業への支援

    →富山ブランド市開催事業など 

・広域・滞在型観光の推進 

→富山ブランド推進事業、外国語表示観光案内板

整備事業など 

・富山ブランドの発掘・発信 

→富山ブランド推進事業、富山ブランド市開催事

業など 

・コンベンションの振興 

→観光サポーター研修事業など 

・ガラスやデザインなど新たな芸術文化の発信 

    →ガラスのまち推進事業、富山デザインフェア等

開催事業  

・とやまの活力を生み出す人づくり 

    →とやま企業経営未来塾、担い手総合支援事業 

など 

・とやまの未来を拓く新産業・新事業の創造 

    →新産業支援事業 
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主要課題 主要課題に対応する主な施策・事業 

(11)富山の魅力の発信 

 

・都市の顔となる中心市街地の賑わいと交流の都市空

間の整備・充実 

    →富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業、

城址公園整備事業など 

・地域の個性と特性を生かしたまちづくり 

    →まち並み保存活用推進事業など 

・ふるさと景観の保存・育成 

→歴史的まち並み修景等整備事業など 

・自然公園などの活用による中山間地域の振興 

     →自然公園等整備事業、中山間地域等農業活性

化支援事業など 

・広域・滞在型観光の推進 

→外国語表示観光案内板整備事業など 

・富山ブランドの発掘・発信 

→富山ブランド推進事業など 

・コンベンションの振興 

→観光サポーター研修事業など 

・おもてなしの心の醸成 

→観光サポーター研修事業など 

・伝統的文化・文化遺産の保全、活用 

→歴史的まち並み修景等整備事業など 

・ガラスやデザインなど新たな芸術文化の発信 

→ガラスのまち推進事業、富山デザインフェア等

開催事業 

・とやまの未来を拓く新産業・新事業の創造 

→新産業支援事業 

 

(12) 効率的な行財政

運営 

 

・市民と行政の協働で進める市民主体のまちづくり 

    →公募提案型協働事業など 

・民間委託など民間活力の活用手法の推進 

・市民参画の推進による開かれた行政の確立 

→タウンミーティング開催事業など 

・電子自治体の構築を目指す情報化の推進 

    →電子入札システム開発事業など 
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13 市民の視点に立った計画の推進 

  ①「協働によるまちづくり」 

市民と行政が適切に役割分担を行い、協働の仕組みを構築する必要が

あることから、基本計画では、各々の施策ごとに行政が取り組む事項を

「施策の方向」として示すとともに、「市民に期待する役割」という項目

を設け、市政への市民参画を促し、市民と行政の協働によるまちづくり

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「成果重視のまちづくり」 

今後、財政運営が一層厳しくなる中で、施策の「選択と集中」が必要

になってきています。 

   今後の行政運営では、「どれだけの行政サービスを提供したか」ではな

く「行政サービスの提供でどのような効果があったか」を重視すること

が求められていることから、施策の実施によって得られる目標となる指

標を示します。 

 ≪市民に期待する役割の例≫ 

＊子どもを地域全体で育てる意識を持つ。 

＊地域と連携した教育活動に協力する。 

＊高齢者や障害者が住みよい地域づくりを心がける。 

＊地域活動やボランティア活動に積極的に参加する。 

＊地域の子どもを見守り、子どもにとって安全な環境づくりに努める。 

＊学校や地域と連携しながら家庭教育の充実に努める。 

＊自主防災組織の活動に協力する。 

＊地域の歩道や生活道路の除雪に自主的に取り組む。 

＊地場産食材の食材の消費拡大に努める。 

＊分別排出を徹底するととともに、排出ごみの抑制に取り組む。 

＊海岸や河川敷の環境保全に努める。 

＊通勤・通学などには、身近な公共交通機関を利用する。 

＊市内の観光資源に誇りと自信をもち、自ら PR する。 

＊市民一人ひとりがおもてなしの心をもって観光客をもてなす。 

＊伝統的な文化・行事に参加する。 

＊人権の重要性の理解に努める。 

＊市役所出前講座等を活用し、まちづくりについて考える。 

＊事業者は、男女ともに働きやすい環境づくりに努める。 
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◎成果指標等一覧
まちづく
りの目標 指標名 指標の説明

基準数値
（年度等）

23年度
目標数値

延長保育の実施率 延長保育を実施する保育所の割合
（延長保育実施保育所数／全保育所数）×１
００

67.8%
59箇所

(18年度）

78.4%
69箇所

一時保育の実施率 一時保育を実施する保育所の割合
（一時保育実施保育所数／全保育所数）×１
００

41.4%
36箇所

(18年度）

46.6%
41箇所

地域児童健全育成事業の年間利用人
数

地域児童健全育成事業を利用する年間延べ人
数

340,000人
（17年度）

370,000人

放課後児童健全育成事業の年間利用
人数

放課後児童健全育成事業を利用する年間延べ
人数

40,000万人
(17年度）

100,000人

健康な児童・生徒の割合 すこやか検診における要医療・経過観察の判
定を受けていない児童生徒の割合

87.2%
(17年度）

90.0%

学校給食における地場産野菜の品目
数

学校給食における地場産野菜の品目数(44品目
中）

16品目
(17年度）

20品目

不登校児童・生徒の割合 児童生徒総数に占める不登校（30日以上欠
席）児童生徒数の割合

小学校0.40%
中学校2.95%

(17年度）

小学校0.25%
中学校2.10%

公民館利用者数 市立公民館利用者数 860,000万人
(18年度）

880,000人

博物館等の観覧者数 市立博物館等19施設の入館者数 547,562人
(17年度)

600,000人

市民一人当たり市立図書館の年間図
書貸出冊数

市立図書館全体の図書雑誌貸出冊数／富山市
人口

4.2冊
(17年度）

4.4冊

市内事業所での障害者雇用率達成割
合

障害所者雇用率１．８％を達成した一般の民
間企業の割合
（年１％以上の増加を目指す。）

52.8%
(17年)

60%

ファミリー・サポート・センター会
員の活動数、時間(活動回数)

ファミリー・サポート・センターの相互援助
活動の利用延べ回数

4,058回
(17年度）

5,200回

全国平均を上回る体力テストの項目
割合

小学校５年生～中学校３年生を対象とした新
体力テストで市内の児童生徒の平均値が全国
平均値を上回る項目の割合
（全国平均を上回っている項目数（33項目）
／全項目数（86項目=小学生8項目×2学年×
2〔男女〕＋中学生9項目×3学年×2〔男
女〕)

38.4%
（17年度）

50%

市営スポーツ施設年間利用者数 市営スポーツ施設の年間利用延べ人数 155万人
(18年）

156万人

健康であると感じる市民の割合 健康づくりに関する市民意識調査において、
健康である・まあまあ健康である回答した市
民（満20歳～79歳）の割合

80.8%
（17年度）

85.3%
（H23）

壮年期者(50～59歳)の三大生活習慣
病による死亡率

壮年期50歳～59歳の三大生活習慣病による
死亡率（10万人当り）

がん215.0
心疾患34.5
脳卒中20.3

(１6年）

がん193.5
心疾患31.0
脳卒中18.3

Ⅰ
人が輝
き安心
して暮
らせる
まち
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まちづく
りの目標 指標名 指標の説明

基準数値
（年度等）

23年度
目標数値

介護予防事業の改善効果のあった人
数

介護予防事業の効果をみるもの
≪積算の根拠≫　介護予防事業の効果の人数
＝介護予防事業を実施しない場合の要介護２
～５の予測人数12,488人－介護予防事業を
実施した場合の予測人数11,767人

0人
（18年度）

721人

高齢者向け賃貸住宅供給戸数 高齢者向け優良賃貸住宅の供給戸数 78戸
（18年度）

230戸

健康な高齢者の割合 ６５歳以上の高齢者で、介護保険の要支援・
要介護認定を受けていない割合

82.7%
（17年度）

80.0%

朝食をとる子どもの割合 朝食をとる児童・生徒の割合 小学生99%
中学生95%
（18年度）

  小学生100%
  中学生 98%

配水池の水道水貯留能力 災害時等における配水池からの水道水供給時
間

10.7時間
（18年度）

14.2時間

自主防災組織の組織率 全世帯に占める自主防災組織加入世帯の割合 25.1%
(17年度)

検討中

市道の消雪化率 市道延長に対する、消雪装置設置延長（市管
理及び町内管理）

15.9%
（18年度）

18.7%

年間出火率 人口１万人当たりの年間出火件数
（年間出火件数÷富山市の人口×１万人）

2.4件/万人
(過去5年間平

均)

2.3件/万人

救急隊の現場到着時間 救急車が出動して救急現場に到着するまでの
平均所要時間

5分30秒
(17年度）

5分30秒

市内の交通事故件数 年間の交通事故件数 3,482件
（17年）

3,180件

市内の犯罪認知件数 年間の犯罪認知件数 5,967件
（17年）

5,110件

環境基準の達成率 調査した測定数のうち、環境基準を達成した
割合
（大気汚染等の区分ごとの環境基準達成数／
全調査数×100）

89%
(16年度）

95%

野菜作付面積 米以外の地場農産物の作付面積 760ha
（18年度）

840ha

下水道を利用している人口の割合 下水道で汚水を処理している区域において、
実際に下水道を利用している人口の割合

88.6%
（17年末）

92.0%

市民一人1日当たりの一般廃棄物排出
量

市民一人一日当たりの一般廃棄物排出量 1,142ｇ
(17年度）

1,090g

一般廃棄物のリサイクル率 ごみ排出量に占める資源物（空き缶、空き
瓶、古紙など）の割合

18.3%
(17年度）

25.0%

産業廃棄物減量化･循環利用率 産業廃棄物発生量に占める、中間処理等によ
り減量化された量

93.8%
(16年度）

96.0%

Ⅱ
すべて
にやさ
しい安
全なま
ち
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まちづく
りの目標 指標名 指標の説明

基準数値
（年度等）

23年度
目標数値

市民一人あたりの二酸化炭素排出量 富山市全体の二酸化炭素排出量から算出した
市民一人当たりの排出量

11.4ｔ-co2/
人

(15年度）

10.6ｔ-co2/
人

エコタウン交流推進センター利用者
数

エコタウン交流推進センター見学者、貸館に
よる利用者、エコタウン学園参加者、企業見
学ツアー参加者の合計

6,500人
(18年度）

8,500人

森林整備面積 間伐等の森林整備面積、広葉樹植樹面積、針
広混交林化整備面積及び市民等による里山整
備面積

165ha
(17年度）

200ｈａ

富山駅周辺地区の歩行者数 富山駅周辺の歩行者数 平日
     47,889人
日曜
     34,022人
       (18年度)

平日
     50,000人
日曜
     35,000人

中心商店街の歩行者数 中心３商店街（西町、総曲輪、中央通り）の
歩行者数

平日
     25,948人
日曜
     24,932人
      (18年度)

平日
     30,000人
日曜
     29,000人

温泉施設利用客数 中山間地域の温泉施設の年間利用者数（楽今
日館、牛岳温泉健康センター、白樺ハイツ）

376,348人
（17年）

381,000人

違法なはり紙・はり札等の除去件数 違法なはり紙・はり札等の除去件数 4,334件
(17年度)

3,000件

総人口に占めるDID人口の割合 国勢調査における総人口に占めるDID内人口の
割合

52.6%
(12年度)

基準数値より増

都心地区の人口 都心地区（436ha）における人口の推移 24,099人
(18年度)

27,000人

公共交通利用者数 １日当たりの富山市の鉄軌道及び路線バスの
利用者数

68,787人
(16年度）

69,000人

外国人観光客入込数 富山空港国際線の外国人降客数 34,330人
（17年）

46,000人

ホテル旅館等の宿泊者数 ホテル・旅館の延べ宿泊者数 1,783,005人
（17年）

1,933,00人

スキー場入込客数 市内スキー場の入込客数
（らいちょうバレー、極楽坂、牛岳温泉、あ
わすの、猿倉山）

262,343人
（17年）

263,000人

コンベンション開催数 県外参加者が本市で延べ１００泊以上するコ
ンベンションの開催数

68件
(17年度）

80件

ガラス作品制作体験者数 吹きガラス体験などの有料体験参加者数 3,146人
（17年度）

4,200人

営農サポーター登録数 営農サポートセンターに登録した営農サポー
ターの人数

40人
(18年度）

250人

認定農業者等が占める経営面積比率 市内の耕地面積のうち、認定農業者等の経営
面積の割合

15%
(17年度）

40%

Ⅲ
都市と
自然が
調和し
た潤い
が実感
できる
まち

Ⅳ
個性と
創造性
に満ち
た活力
あふれ
るまち
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まちづく
りの目標 指標名 指標の説明

基準数値
（年度等）

23年度
目標数値

製造業における従業員一人当たりの
付加価値額

工業統計における従業員一人当りの付加価値
額

12,323千円
(16年度）

12,940千円

転作面積にかかる出荷大豆・麦、出
荷野菜等の栽培面積率

富山市の転作面積（水稲を作付けしない地目
が田の面積）のうち、出荷大豆・麦・野菜の
栽培面積の割合

24.4%
(17年度）

30.0%

事業所の新規開業率 事業所統計における新規開業率（全産業） 4.1%
(16年度）

5.0%

ＮＰＯ法人の数 認証されたNPO法人の数 78法人
（18年度）

160法人

人口一万人あたりの市職員数 人口一万人当たりの特別職、再任用職員を除
く正規職員数

106.3人
(18年度)

101.6人

市ホームページアクセス数 市ホームページの年間延べアクセス数 360万回
(18年度)

410万回

Ⅴ
新しい
富山を
創る協
働のま
ち
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