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地域ミーティング

にいがた未来ビジョンにいがた未来ビジョン

～新潟の可能性を切り開く～～新潟の可能性を切り開く～

出来事・話題

■２０１５年東アジア文化都市に選定
◆中・韓との文化交流イベント実施
◆東アジア文化を国際的に発信

中・韓の共催都市 青島市、 清州市

■日仏交流優良賞の受賞

姉妹都市ナント市との交流
◆幅広い分野で活発な交流

港町ナント市（仏）のまち並み

ラ・フォル・ジュルネ、新潟総おどり、ラ・フォル・ジュルネ、新潟総おどり、
アニメ・マンガ、美容・食文化アニメ・マンガ、美容・食文化 などなど

２月２７日ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ、２月２７日ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ、７～９月集中開催７～９月集中開催

「にいがた未来ビジョン」
（新潟市総合計画）
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実績値 推計値

（単位：万人）

（国勢調査， 国立社会保障・人口問題研究所）

■「人口減少、少子化、高齢化」
日本全体と同様に新潟市においても進行

Ｈ２２ ： 約８１．２万人
（高齢化率 ２３．２％）

Ｈ５２：約６６．８万人
（高齢化率 ３７．３％）

（※実績値の総人口には
年齢不詳を含むため合計一致しない）

約６．２万 増

約１６．０万 減

約４．０万 減

18.7万人

51.6万人

10.3万人

24.9万人

35.6万人

6.3万人

約１４．４万 減

計81.2万人

計66.8万人

本市を取り巻く状況 ～今後の時代潮流～

地方創生に向けた国の動き

●少子高齢化の進展に的確に対応
●人口減少に歯止め
●東京圏への人口の過度の集中を是正
●地域で住みよい環境の確保
●将来にわたって活力ある日本社会を維持

１１月２１日１１月２１日 「まち・ひと・しごと創生法」「まち・ひと・しごと創生法」 成立成立

地
方

国 １２月２７日
閣議決定

Ｈ２７年度中
策定

地方人口ビジョン地方人口ビジョン （各地域の人口動向・将来人口推計（各地域の人口動向・将来人口推計
の中長期の将来展望を提示）の中長期の将来展望を提示）

地方版総合戦略地方版総合戦略 （２０１５年～２０１９年・５か年（２０１５年～２０１９年・５か年
政策目標・施策）政策目標・施策）

総合戦略総合戦略 （２０１５年～２０１９年・５か年（２０１５年～２０１９年・５か年 政策目標・施策）政策目標・施策）

長期ビジョン長期ビジョン （２０６０年に１億人程度の人口確保・（２０６０年に１億人程度の人口確保・
５０年代に実質ＧＤＰ成長率１５０年代に実質ＧＤＰ成長率１..５～２％維持５～２％維持））

目

的

■自立につながるよう自ら考え、戦略を推進

■人口減少問題の克服 ■成長力の確保

●「東京一極集中」を是正
●若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する
●地域の特性に即した地域課題を解決する

●地方における安定した雇用を創出する
●地方への新しいひとの流れをつくる
●若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
●時代にあった地域をつくり、安心なくらしを
守るとともに、地域と地域を連携する

総合戦略総合戦略

長期ビジョン長期ビジョン

３つの
視点

４つの目標
（２０２０年まで）

地方創生に向けた国の動き

地方版総合戦略地方版総合戦略地方人口ビジョン地方人口ビジョン

財政支援財政支援 人的支援人的支援 情報支援情報支援 切
れ
目
の
な
い

施
策
を
展
開
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新潟市の地方版総合戦略・人口ビジョン

国 11月21日 「まち・ひと・しごと創生法」 成立

国 12月27日 「長期ビジョン」・「総合戦略」 閣議決定

新潟市 １月 ５日
「まち・ひと・しごと創生」 総合戦略推進
本部を設置 ⇒ 年度内に骨格作成 （予定）

国 ２月 ３日 １４年度 補正予算 ３.１兆円 成立

にいがたにいがた未来ビジョン未来ビジョン
（新潟市総合計画）（新潟市総合計画）

市民市民

議会議会

●ニューフードバレー構想 ●国家戦略特区
●１２次産業化 ●新バスシステム

既に先行既に先行

新潟市版新潟市版
総合戦略総合戦略

地方人口地方人口
ビジョンビジョン

の策定の策定

基
本
的
な

考
え
方
・視
点

一
致

共有

可能性を切り開く２つの理念 ～新潟市総合計画～

「地域・田園・自然の力を活かし、
健康で安心に暮らせるまちづくり」

「日本海開港都市の拠点性を活かし、
創造的に発展を続けるまちづくり」

■大合併から続くまちづくりの方向性
『地域』 『大地』 『世界』を最大限活かし、
政令指定都市としての成熟を目指す

まちづくりの理念まちづくりの理念

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４

基本構想・基本計画（都市像・政策・施策） ８年間８年間

２年間

実施計画 （具体的な取り組み・事業） ２年ごと２年ごと

社会・経済状況の変化に機敏に対応

「創造交流都市」「創造交流都市」

「環境健康都市」「環境健康都市」

「安心協働都市」「安心協働都市」 １１政策
３３施策で
都市像を実現

可能性を切り開く３つの都市像～新潟市総合計画～
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市民と地域が学び高め合う

「安心協働都市」

⇒住み慣れた地域で医療・介護を
受けられる体制づくり

介護保険料１位
（２０政令市中）

２位大阪市

ずっと安心して暮らせるまち ～地域で支える～

地域包括ケアシステムの構築

医療医療

住まい住まい

介護介護
連携・一体化連携・一体化

■地域コミュニティ協議会による見守り活動等の支援
⇒ 「要支援」 対象の方の掘り起し

■在宅医療提供
体制の構築

■医療・介護等
多職種間ネット
ワークを強化

～本市の現状～～本市の現状～

■地域提案型空き家活用モデル事業
■空き家活用リフォーム推進モデル事業
■空き家を活用した地域交流活動助成費
■まちなか居住促進事業

市内の空き家率

４．６％
Ｈ２４・２５年度
サンプル調査

管理不全の空き家を減らし
適正な維持管理を図る

◆地域の居場所づくり、文化施設化◆地域の居場所づくり、文化施設化
◆高齢者向けシェアハウス、福祉施設化◆高齢者向けシェアハウス、福祉施設化
◆子育て世代、若者のまちなか居住◆子育て世代、若者のまちなか居住

ずっと安心して暮らせるまち ～空き家の活用～

空き家の資源活用を促進
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ずっと安心して暮らせるまち

災害に強いまちづくり

●道路 ●建物
●橋りょう ●公園
●上下水道 など

インフラの耐震化

●避難体制の強化

●地域防災力の向上

地域の強靭化

さまざまな災害時応援協定

●さいたま市（Ｈ２６．３）
●前橋市（Ｈ２６．９）
●高崎市（Ｈ２６．９）

危機発生時における
相互応援協定

●建設業協会：応急復旧
●ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ・ｲｵﾝ：食料・日用品
●ヤフー：緊急情報伝達等

さまざまな応援協定
（Ｈ２６．１２月末現在）

７０団体７０団体

子どもを安心して産み育てられるまち

子ども・子育て支援

■福祉、保健に加え、住宅、雇用
など一貫した支援体制の構築

■地域でひまわりクラブを運営

■男女がともに充実した生活
仕事と家庭が両立できる職場環境

■女性の子育て負担を軽減

男女共同参画、ワーク・ライフ・バランス

合計特殊出生率 ： 国（１.４３）、県 （１.４４） を下回る１.３２ （Ｈ２５）

～本市の現状～～本市の現状～

■学校が地域に開かれ、地域から
信頼される仕組みづくり

●学・社・民の融合によるひとづくり
●地域づくり ●学校づくり

■地域教育コーディネーターのさらなる活躍

■ふれあいスクールによる
地域の教育力向上

■学校を地域の核、
コミュニティ活動の拠点に

学・社・民の融合による教育を推進するまち

開かれた学びの支援
学力テストは、国・県を
すべての項目で上回る
（Ｈ２６：小６・中３）

～本市の現状～～本市の現状～
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田園と都市が織りなす

「環境健康都市」

１２次産業化１２次産業化

教育

医療

福祉 子育て

観光
環境

【農業】
６次産業化

食と農を通じた地域づくり ～１２次産業化～

教育ファーム教育ファーム

食育普及計画食育普及計画

田園資源活用田園資源活用
型の型の再生可能再生可能
エネルギーエネルギー

医・食・農同源医・食・農同源
の実現の実現

「関係地」「関係地」づづくりくり

農業を活用した農業を活用した
多様な方の多様な方の
社会参画社会参画

■全国に誇る地域文化を発信強化
■クリエイティブシティのシンボル化

２０１５年ロゴマーク

地域資源を活かすまち ～まちの魅力創造～

まちの活力に活かす「水と土」

■水と土の芸術祭２０１５

・ 水と土を通したシビックプライドの醸成
・ まちの魅力向上で交流人口拡大

地域の個性を活かすまちづくり

水辺の演出水辺の演出 光光 踊り踊り 地域文化地域文化
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◆まちなか活性と公共交通を連動させ、
楽しみながら健康寿命の延伸へ

公共交通の強化公共交通の強化 まちなか活性化まちなか活性化

健幸都市づくり健幸都市づくり
（スマートウエルネスシティ）（スマートウエルネスシティ）

新バスシステムの
段階的導入など

健幸マイレージ
の活用 など

都心軸・萬代橋
周辺エリアの
賑わい創造 など

人と環境にやさしいにぎわうまち

好循環を好循環を
創り出す創り出す

■間伐材を利用した、
木質ペレットの活用 （⇒ 里山保全）
■さらに、籾殻など未利用の田園資源
をエネルギーとして活用 （⇒ 地産地消）

資源循環型社会への取組み

田園資源の徹底活用

木質ペレット

活用イメージ活用イメージ

籾殻

剪定枝

松枯木

未
利
用
の
田
園
資
源
を
徹
底
活
用

園芸農家

各家庭

公共施設

間伐

ペレット製造

にいつ丘陵

アザレア

いきいきと働ける環境づくり

農業を活用した社会参画
■障がい者、ひきこもりの方、高齢
者などが農業を通じた社会参画

ＪＡ新潟市による特別支援
学校の生徒と農業の出会い

本市の現状本市の現状

障がい障がい者者
（自立・誇り）（自立・誇り）

女性女性
（意欲・能力）（意欲・能力）

若者若者
（夢・目標）（夢・目標）

高齢者高齢者
（知識・経験）（知識・経験）

就労・社会参画・地域活動参画など

新
潟
市

支援

環境
づくり

力を発揮・社会の活力を維持力を発揮・社会の活力を維持



2015/2/16

8

日本海拠点の活力を世界とつなぐ

「創造交流都市」

■大規模農業の改革拠点
■農業・食品産業の国際拠点を創出

農業特区効果をフル活用

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進

農家レストラン・企業参入農家レストラン・企業参入

農業ベンチャー支援農業ベンチャー支援

多様なコメづくり支援多様なコメづくり支援

農地の流動化の促進農地の流動化の促進

国国
取組みに必要な取組みに必要な
更なる規制緩和更なる規制緩和

新潟市新潟市
規制緩和や特区規制緩和や特区
効果をフル活用し、効果をフル活用し、
ニューフードバレーニューフードバレーのの
取り組みを加速取り組みを加速食品・農産物の輸出促進食品・農産物の輸出促進

ＩＣＴ農業の実践ＩＣＴ農業の実践

ニューフードバレーの推進 ～農業と食の拠点～

直江津

新潟

県内連携強化

国内屈指の食料
基地と食品産業

環日本海ゲートウェイ機能の強化

物流物流

人流人流

多様な交流の結節点
港湾

高速道

空港

エネルギー

ＳＥＡ＆ＲＡＩＬにより県外へ

新幹線

エネルギー拠点港
としての連携

空港利活用
の全県連携
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日本海側への機能移転の推進

大規模倉庫

食品工場

企業の本社
管理部門

有事に備える平時の拠点化

機能分散・移転・配置

■救援物資の
輸送基地

■エネルギー基地

■主要インフラの
さらなる整備

■企業の機能分散・
連携への支援

■新産業への支援

自立・分散・協調型

国土の形成

救援・
代替機能
（首都圏有事へ
の機能発揮）

足元の
安心・安全
（防災・減災のま
ちづくり）

防災・救援首都の機能強化～災害に強い都市～

●本州日本海側の
拠点都市

●太平洋側と同時に
被災しにくい

●首都圏から近い
主要な交通インフラ

●救援実績

新潟の地域特性

国土強靭化

■地域計画策定モデル調査
第一次実施団体に選定 （２６年６月）

■ニューフードバレー（６次・食品・交流
産業）や航空機産業などを育成

■若者やＵターン・Ｉターン者に
向けた新たな雇用の場を創出

■ライフインフラ分野への支援

雇用が生まれ活力があふれる拠点

成長産業の育成

内発型産業の育成・支援
●食品・バイオ関連産業

●航空機・自動車等機械・金属関連産業

●新潟港活性化・エネルギー関連産業

などを重点分野として位置付け
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魅力を活かした交流拠点

本市の魅力を発揮・アピール

湊町の
歴史と文化

新たな魅力
「水と土」
豊かな自然

スポーツ
イベント

ＭＩＣＥ誘致

食文化
（ガストロノミー）

「食と花の
新潟」

食育・花育
農業体験

交流人口の拡大交流人口の拡大

■姉妹・友好都市などとの交流の
さらなる充実、国際情勢に左右
されにくい信頼関係の構築

■交流の基盤となる
航路・航空路の維持・拡大

世界とつながる拠点

多文化共生のまちづくり

（クロスパルにいがた内）

ガルベストン市 （米）
ハバロフスク市 （ロ）
ハルビン市 （中）
ウラジオストク市 （ロ）
ビロビジャン市 （ロ）
ナント市 （仏）
ウルサン市（韓）

姉妹・友好都市姉妹・友好都市などなど

戦略的な国際交流の推進

■外国にルーツを持つ市民と
地域住民の交流の場づくり

■留学生が学びやすい環境づくり

地域の日本語講座地域の日本語講座

新潟市国際交流協会新潟市国際交流協会

２１世紀に求められる暮らしを新潟から構築

「新潟暮らし創造運動」
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新潟暮らし創造運動 ～求められる新潟暮らしを～

本市の魅力を発揮・アピール

農業特区や食文化
都市、東アジア文化
都市を活用して交流
人口を増やそう。

人口対策を全県
体制で取り組んで
いくんだ。

「新潟暮らし」と
「東京暮らし」を
比べてみよう。

欠点は改善しない
とね。健康寿命や
自殺率は、重要な
課題だ。

田園資源をフル活用
しよう。多彩な新潟
の文化を「地域の誇
り」にしよう。

新潟の可能性を切り開く新潟の可能性を切り開く

「新潟暮らし」の
良い所・豊かさ
を確認しよう。

新潟暮らし新潟暮らし
奨励課奨励課 を設置を設置

地域力に期待すること
～本市の課題を協働で解決～

地域の防災・防犯、教育、福祉、保健、医療など
さまざまな課題を連携しながら解決

地域コミュニティ協議会 区自治協議会

ＮＰＯ・民間企業 市役所・区役所

位置づけ、役割の明確化

活動活性化のために活動活性化のために

人材育成、環境整備など

連携のために支援連携のために支援

地域力・市民力が伸びるまち ～協働の推進～
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施 策 コミュニティ協議会 新潟市

少子化・
子育て・
教育関連

■ひまわりクラブ運営
■ふれあいスクール
■こどもの見守り体制

◆ひまわりクラブ運営
◆こども医療費助成
◆教育ビジョン

超高齢化
関連

■地域包括ケア推進
■高齢者福祉モデル事業
■健康支援、介護支援

◆地域包括ケア推進
◆制度整備 ◆施設整備
◆スマートウェルネス推進

防災・防犯
関連

■組織的防災、防犯対策 ◆防災、防犯
意識高揚・啓発

そのほか
■地域清掃活動
■地域交流促進、文化継承

◆環境・廃棄物対策

地域力・市民力が伸びるまち ～協働の推進～

協働

地域包括ケアシステムの場合

モデル事業モデル事業 地域の調整会議地域の調整会議 メンバーメンバー

ＮＰＯ社会福祉法人

住民参加型
在宅福祉サービス民間事業者

ボランティア 職能団体

多様な実施主体による

サービス
●自治会・町内会
●地区社協
●民生委員・児童委員
●婦人会
●友愛訪問員
●老人会 など
※構成はそれぞれ異なる

コミ協コミ協
（概ね小学校区）（概ね小学校区）

高齢者生活支援
コーディネーター

区役所
健康福祉課 区社協

包括支援
センター

高齢者を地域で支える取り組み

地域力・市民力が伸びるまち ～協働の推進～

◆ 「地域の茶の間」
⇒ 河田モデルを市全域に

●コミュニティハウス化

●地域人材の育成拠点

◆ 「コミュニティ活動の拠点づくり」
⇒ 地域施設の複合化と

●公共交通乗り入れ

地域力・市民力が伸びるまち ～協働の推進～

市民との協働によるまちづくり

■コミュニティ活動活性化へ支援
自治会加入率２位
（２０政令市中・９２．６％）

１位浜松市 （９５．８％）

～本市の現状～～本市の現状～
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持続可能な公共交通
～新バスシステム～

教育委員会の新たな取り組み
～学・社・民の融合～

新潟市教育委員会の新たな取り組み

① 「教育委員の増員と担当区制」の実施

② 「教育ミーティング」の開催

③ 「教育支援センター」の設置
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・教育委員の増員

教育委員を ６人→９人 へ増員

① 「教育委員の増員と担当区制」の実施

・教育委員の担当区制

平成２７年度から

２人１組で２つの行政区を担当

（平成２６年度は４人で４つの行政区を担当）

・各行政区で年２回実施

② 「教育ミーティング」の開催

区教育ミーティングの実施

・区担当教育委員と、区自治協議会委員、

区PTA連合会などとの懇談・意見交換

区の特性や課題を把握し、市全体の教育行
政に反映させる。

② 「教育ミーティング」の開催

区教育ミーティングの様子
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② 「教育ミーティング」の開催

中学校区教育ミーティングの実施
・中学校区単位で開催

・２年間で全ての中学校区を一巡

・区担当教育委員と、コミュニティ協議会役員、
保護者、教職員、地域教育コーディネーターとの
懇談・意見交換

地域と学校の連携の強化

② 「教育ミーティング」の開催

中学校区教育ミーティングの様子

「教育事務所」・・・これまで５つの区に設置

「教育支援センター」・・・全ての区に設置

↓機能を充実させて再編

東区教育支援センター 中央区教育支援センター 江南区教育支援センター

秋葉区教育支援センター 南区教育支援センター 西区教育支援センター 西蒲区教育支援センター

北区教育支援センター

③ 「教育支援センター」の設置
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区における教育委員の活動のコーディネート

③ 「教育支援センター」の設置

教育に関する窓口・相談

「教育支援センター」の主な機能

指導主事の学校訪問など学校への支援

地域教育コーディネーターの活動への支援New

New

新潟市が進める教育改革
学・社・民の融合による

人づくり、 地域づくり、
学校づくりのために


