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Ⅰ．前期基本計画策定にあたって

１. 前期基本計画の位置付け

基本計画は、基本構想に掲げた市が目指す将来の姿である「みんなでつくる　人つどい　緑かがやく　

安心のまち　袖ケ浦」を実現するため、本市が取り組むべき具体的な施策について、方向性や目標

などを体系的に示したものです。

２. 前期基本計画の期間

総合計画全体の期間における社会経済情勢の変化や財政状況などに対応し、実効性の高い計画と

するため、前期基本計画は、基本構想の目標年次である令和１３年度までの１２年間を前期・後期

に分け、令和２年度から令和７年度までの６年間を計画期間とします。

３. 人口の見通し

本市の人口は、宅地の整備や子育て支援・教育の充実など人口流入を図る施策を推進してきた結果、

増加傾向にありますが、全国的な人口減少・少子高齢化が進む中、本市では、令和 7 年に人口が

65,000 人となり、ピークを迎えると推計しています。

こうした見通しを踏まえた上で、新たな時代に対応した魅力的なまちづくりをする必要があります。

４．財政の見通し

本市の財政状況は、将来的な生産年齢人口の減少や少子高齢化の進展により、市税収入の減少や

社会保障費の増加が懸念されるほか、市内の公共施設の老朽化に伴い維持管理コストも増加するこ

とが見込まれているため、今後厳しさを増していくと考えられます。

そのため、今後の財政運営にあたっては、公共施設の活用・見直しや、市税徴収体制の強化による

歳入確保、事業の簡素化・合理化による歳出削減等に一層取り組み、財政の持続性を確保していくこ

とが求められます。
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Ⅱ．施策体系
本計画では、市が目指す将来の姿である「みんなでつくる　人つどい　緑かがやく　安心のまち　

袖ケ浦」を実現するための取組を 6 つの分野（章）に分けて整理し、各章に対応した施策を推進し

ていきます。

市が目指す
将来の姿 章 施策

1.子育て支援
2.学校教育
3.生涯学習
4.スポーツ
5.文化芸術・文化財

1.健康づくり・医療
2.地域福祉
3.高齢者福祉
4.障がい者福祉

1.防災
2.防犯・交通安全
3.消防・救急
4.消費生活
5.環境保全
6.廃棄物・リサイクル

1.市街地形成
2.公園・緑地
3.道路
4.河川
5.下水道
6.住宅
7.公共交通

1.農林業
2.商工業
3.観光
4.雇用・就業

1.市民活動
2.人権・男女共同参画
3.多文化共生
4.情報共有・発信
5.行政運営
6.財政運営

第６章

みんながつながり参加する
持続可能なまちづくり
【市民活動・行財政】

み
ん
な
で
つ
く
る

　人
つ
ど
い

　緑
か
が
や
く

　安
心
の
ま
ち

　袖
ケ
浦

第１章

子育て環境と学び・活動の場が
充実した未来を育むまちづくり
【子育て・教育・文化】

支え合いと支援のもとで
健やかに暮らせるまちづくり
【健康・医療・福祉】

第２章

第３章

安全・安心で環境にやさしい
まちづくり

【防災・防犯・環境】

第４章

都市と自然が調和した
住みやすいまちづくり
【都市形成・都市基盤】

第５章

地域の魅力を活かした
にぎわいのあるまちづくり

【産業】
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市が目指す
将来の姿 章 施策

1.子育て支援
2.学校教育
3.生涯学習
4.スポーツ
5.文化芸術・文化財

1.健康づくり・医療
2.地域福祉
3.高齢者福祉
4.障がい者福祉

1.防災
2.防犯・交通安全
3.消防・救急
4.消費生活
5.環境保全
6.廃棄物・リサイクル

1.市街地形成
2.公園・緑地
3.道路
4.河川
5.下水道
6.住宅
7.公共交通

1.農林業
2.商工業
3.観光
4.雇用・就業

1.市民活動
2.人権・男女共同参画
3.多文化共生
4.情報共有・発信
5.行政運営
6.財政運営

第６章

みんながつながり参加する
持続可能なまちづくり
【市民活動・行財政】

み
ん
な
で
つ
く
る

　人
つ
ど
い

　緑
か
が
や
く

　安
心
の
ま
ち

　袖
ケ
浦

第１章

子育て環境と学び・活動の場が
充実した未来を育むまちづくり
【子育て・教育・文化】

支え合いと支援のもとで
健やかに暮らせるまちづくり
【健康・医療・福祉】

第２章

第３章

安全・安心で環境にやさしい
まちづくり

【防災・防犯・環境】

第４章

都市と自然が調和した
住みやすいまちづくり
【都市形成・都市基盤】

第５章

地域の魅力を活かした
にぎわいのあるまちづくり

【産業】

第1章

子育て環境と学び・
活動の場が充実した
未来を育むまちづくり
【子育て・教育・文化】

1.子育て支援

2.学校教育

3.生涯学習

4.スポーツ

5.文化芸術・文化財

（3）幼児教育・保育サービスの充実

（2）

（3）青少年健全育成の推進

教育環境の整備

章 施策 施策の方向性

（2）

（4）

（1）

開かれた学校づくりの推進

子育て世帯の状況に応じた支援の充実

地域における子育て支援施策の充実

（3）

（1）

（1）地域スポーツ・レクリエーション活動の推進

（2）スポーツ・レクリエーション施設の環境整備

（3）スポーツツーリズムの推進

（1）文化芸術活動の推進

（1）結婚や妊娠・出産に向けた支援の充実

生涯学習の充実

社会教育施設の環境整備

（2）

生きる力を育む学校教育の推進

（2）郷土の歴史と文化財の保存・活用
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第2章

支え合いと支援の
もとで健やかに
暮らせるまちづくり
【健康・医療・福祉】

1.健康づくり・医療

2.地域福祉

3.高齢者福祉

4.障がい者福祉

（3）地域で支え合う仕組みづくりの推進

（3）

（1）

（2）

（3）

施策の方向性

（1）

（2）

（1）

章

（2）

（4）

（1）

（2）

健康づくりの推進

生活習慣病の予防

障がいのある人を支える生活環境の整備

権利擁護の推進

介護予防の推進

住み慣れた地域での生活支援

高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進

障がいのある人の自立生活支援の推進

地域医療体制の充実

地域福祉の推進

生活困窮者の生活基盤の安定と自立の促進

施策



42 43

序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

第3章

安全・安心で環境に
やさしいまちづくり
【防災・防犯・環境】

1.防災

2.防犯・交通安全

3.消防・救急

4.消費生活

5.環境保全

6.廃棄物・リサイクル

し尿処理の適正化

廃棄物の不法投棄等の防止

（2）

章 施策の方向性

（3）

（4）

（2）

（2）

（2）火災予防の推進

防災対策の強化

（2）地域における防災力の強化

（3）災害応急・復旧対策の充実

（1）防犯対策の推進

（3）

（1）

（3）

（1）

地球温暖化対策の推進

快適で安全に生活できる環境の維持

ごみの減量化・再資源化の推進

ごみ処理体制の整備

（1）

（1）

消費者保護対策の推進

消費者意識の向上

自然環境の保全と共生　

交通安全の推進

消防・救急体制の充実

（2）地域における防犯体制の強化

（1）

施策



44 45

第4章

都市と自然が調和した
住みやすいまちづくり
【都市形成・都市基盤】

1.市街地形成

2.公園・緑地

3.道路

4.河川

6.住宅

5.下水道

7.公共交通

（1）

（1）

（2）

（3）

（1）

（1）

章

（2）

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（2）

（1）

（2）

計画的なまちづくりの推進

市街地整備の推進

公園・緑地の適正管理

公園・緑地を活用した交流機会の創出

都市計画道路の整備

（3）

（2）

空家対策の推進

市道の整備

住宅セーフティネットの確保

海岸・護岸施設の適正管理

下水道施設の適正管理

下水道事業の経営基盤の強化

良質な住環境の確保

広域幹線道路等の整備促進

道路施設の適正管理

河川施設の適正管理

雨水排水施設の適正管理

（3）

（4）

都市間交通の利便性確保

市内における移動手段確保

良好な景観形成

施策の方向性施策
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（3）就労環境の向上

第5章

地域の魅力を活かした
にぎわいのある
まちづくり
【産業】

1.農林業

2.商工業

3.観光

4.雇用・就業

章 施策の方向性

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

森林管理の適正化と林業の振興

活力ある商業の推進

力強い工業の推進

中小企業の支援

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

観光振興に向けた体制づくり

農業経営体制の強化

農地環境対策の推進

高付加価値農業の推進

観光地としての魅力づくり

観光情報の発信・充実

雇用の促進

就業機会の拡大

農業とふれあう機会の拡大

施策



46 47

第6章

みんながつながり
参加する持続可能な

まちづくり
【市民活動・行財政】

2.人権・男女共同参画

3.多文化共生

4.情報共有・発信

5.行政運営

6.財政運営

1.市民活動

（2）地域活動の活性化

章 施策の方向性
（1）

（2）

（2）

（3）

（1）

（3）

（1）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

（3）

（1）

安定した財政運営

公共施設等の活用・見直し

広域行政の推進

職員の人材育成

効率的な行政運営

シティプロモーションの展開

広聴活動の推進

市政情報発信の充実

国際交流活動の推進

多文化共生の推進

男女共同参画の推進

人権擁護の推進

市民のまちづくり活動への参加促進

市民等と行政との協働の推進

施策
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SDGs の目標と施策との対応

SDGs の
目標 該当する施策

第 1 章 -1　子育て支援
第 2 章 -2　地域福祉
第 4 章 -6　住宅

第 2 章 -2　地域福祉
第 5 章 -1　農林業

第 1 章 -1　子育て支援
第 1 章 -4　スポーツ
第 2 章 -1　健康づくり・医療
第 2 章 -2　地域福祉
第 2 章 -3　高齢者福祉
第 2 章 -4　障がい者福祉
第 3 章 -2　防犯・交通安全

第 1 章 -1　子育て支援
第 1 章 -2　学校教育
第 1 章 -3　生涯学習
第 1 章 -4　スポーツ
第 1 章 -5　文化芸術・文化財

第 1 章 -1　子育て支援
第 6 章 -2　人権・男女共同参画

第 3 章 -5　環境保全
第 3 章 -6　廃棄物・リサイクル
第 4 章 -5　下水道

第 3 章 -5　環境保全

第 2 章 -3　高齢者福祉
第 2 章 -4　障がい者福祉
第 5 章 -1　農林業
第 5 章 -2　商工業
第 5 章 -3　観光
第 5 章 -4　雇用・就業

第 5 章 -2　商工業

SDGs の
目標 該当する施策

第 2 章 -2　地域福祉
第 6 章 -2　人権・男女共同参画
第 6 章 -3　多文化共生

第 2 章 -3　高齢者福祉
第 2 章 -4　障がい者福祉
第 3 章 -1　防災
第 3 章 -2　防犯・交通安全
第 3 章 -3　消防・救急
第 3 章 -5　環境保全
第 3 章 -6　廃棄物・リサイクル
第 4 章 -1　市街地形成
第 4 章 -2　公園・緑地
第 4 章 -3　道路
第 4 章 -4　河川
第 4 章 -5　下水道
第 4 章 -6　住宅
第 4 章 -7　公共交通
第 6 章 -3　多文化共生

第 3 章 -6　廃棄物・リサイクル

第 3 章 -5　環境保全

第 3 章 -5　環境保全

第 3 章 -5　環境保全
第 5 章 -1　農林業

第 3 章 -2　防犯・交通安全
第 3 章 -4　消費生活
第 6 章 -2　人権・男女共同参画
第 6 章 -1　市民活動
第 6 章 -3　多文化共生
第 6 章 -4　情報共有・発信
第 6 章 -5　行政運営
第 6 章 -6　財政運営
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Ⅲ．重点的取組

前期基本計画における重点的取組の考え方

基本構想では、これからのまちづくりにおいて重視する３つの基本的視点を定めています。市が

目指す将来の姿を実現するために、この３つの基本的視点に基づく取組を効果的に推進していく必要

があります。基本的視点に基づく取組は一つの施策分野に捉われるものではなく横断的なものである

ことから、各施策における取組を抽出し「重点的取組」として位置付け、推進していきます。

なお、共通の視点である「みんなでつくるまち」については、重点的取組のみならずすべての施策に

おいて共通した考えとして位置付けます。

「市が目指す将来の姿」を実現するための各視点と「重点的取組」との関係 

基本的視点 1

誰もが活躍するまち

基本的視点 2

安心して暮らせるまち

基本的視点 3

⼈が集まる活気あるまち

重点的取組1

”誰もが活躍するまち”
の実現

重点的取組 2

”安心して暮らせるまち”
の実現

重点的取組 3

”⼈が集まる活気あるまち”
の実現

共通の視点

みんなでつくるまち
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序
論

基
本
構
想

前
期
基
本
計
画

１．“誰もが活躍するまち”の実現

市民が知識・能力・経験等を十分に活かすことができる、誰もが活躍するまちづくりの実現に向けて、

未来を担う子どもたちの健やかな成長と人間形成の基礎を育む学校教育を推進し、「子育て・教育環境

の充実」を図ります。また、市民の誰もが生涯を通じて学習ができる機会などを充実し、多様な

担い手を育成し、一人ひとりの個性や能力を活かしながら地域などで活躍できる環境づくりとして、

「社会参加の促進」を図ります。

（1）子育て・教育環境の充実

子育て支援として、必要な保育施設や保育士を確保しながら、多彩な保育サービスの充実に取り組

むとともに、幼保連携を推進します。また、特色ある教育を推進し、子ども達の「生きる力」を育む

とともに、子どもたちの健全な成長を促します。

テーマ 施策の方向性 施策体系番号

子育て・教育環境の 
充実

幼児教育・保育サービスの充実 第 1 章 1 （3）

生きる力を育む学校教育の推進 第 1 章 2 （1）

青少年健全育成の推進 第 1 章 3 （3）

（2）社会参加の促進

市民の誰もが、自分が関心のあるテーマについて生涯にわたって学ぶとともに、学びを通じて得た

成果や、その人が有する知識・技術・経験などを活用する機会を創出します。また、ボランティア活

動やスポーツ活動など様々な機会を通じて地域社会とつながり、交流し、いきいきと暮らせるための

取組を推進します。

テーマ 施策の方向性 施策体系番号

社会参加の促進

生涯学習の充実 第 1 章 3 （1）

高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 第 2 章 3 （4）

地域活動の活性化 第 6 章 1 （2）
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２．“安心して暮らせるまち”の実現

すべての市民が健康でいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めるため、災害や犯罪等から市

民生活を守り、「災害や犯罪・事故等の対策強化」と、豊かな自然の継承や良好な生活環境の整備

に向けて、「暮らしやすい生活環境の確保」を図ります。また、あらゆる年代が健やかに生活できる

健康づくりや福祉サービスの向上として、「健康づくり・福祉サービスの充実」を図ります。

（１）災害や犯罪・事故等の対策強化

地震やそれに伴う火災、台風、豪雨、土砂災害など、近年全国で発生している多様な災害に対応

できるよう、防災対策に取り組みます。また、市民が犯罪や事故等に巻き込まれることのないよう、

防犯体制を強化するとともに、警察署等関係機関と連携し、交通安全対策の推進等に取り組みます。

テーマ 施策の方向性 施策体系番号

災害や犯罪・事故等の
対策強化

防災対策の強化 第 3 章 1 （1）

防犯対策の推進 第 3 章 2 （1）

交通安全の推進 第 3 章 2 （3）

（２）暮らしやすい生活環境の確保

高齢化社会においても、市民が安心して買い物や通院などの日常移動ができるよう、路線バスや

その他の移動手段を含めた幅広い交通体系の整備を進めるとともに、自然環境の保全やまちの美化

を図り、市民が良好な環境で暮らせるよう取り組みます。

テーマ 施策の方向性 施策体系番号

暮らしやすい
生活環境の確保

自然環境の保全と共生 第 3 章 5 （1）

市内における移動手段確保 第 4 章 7 （2）
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（３）健康づくり・福祉サービスの充実

市民が健康にいきいきと暮らせるよう、袖ケ浦健康づくり支援センターを活用した健康づくり支援

や、健康相談、市民の健康への意識醸成等に取り組みます。また、市民の誰もがいくつになっても、

地域で支え合いながら、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、支え合いの仕組みづくりや介

護施設の整備、自立した生活を送るために必要な各種サービスが一体的に提供される体制（地域包

括ケアシステム）の構築や相談支援体制の充実を図ります。

テーマ 施策の方向性 施策体系番号

健康づくり・
福祉サービスの充実

健康づくりの推進 第 2 章 1 （1）

地域福祉の推進 第 2 章 2 （1）

住み慣れた地域での生活支援 第 2 章 3 （2）

障がいのある人の自立生活支援の推進 第 2 章 4 （1）
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３．“人が集まる活気あるまち”の実現

市民生活や各産業における多様な波及効果を創出し、人が集まる活気あるまちづくりを進めるた

め、本市が有する強みや地域の特性を活かした「快適なまちづくり」を進めます。また、産業の活性

化や観光振興として、「産業競争力の強化」を図り、「交流人口の増加」につなげます。

（１）快適なまちづくり

住みやすいまちづくりを目指し、市民の日常生活の利便性向上や快適な住環境の確保、計画的な

市街地整備に取り組みます。また、良好な交通アクセスという本市の強みをさらに伸ばすため、都市

計画道路の整備を進めるとともに、都市間交通の利便性確保に取り組みます。

テーマ 施策の方向性 施策体系番号

快適なまちづくり

計画的なまちづくりの推進 第 4 章 1 （1）

都市計画道路の整備 第 4 章 3 （1）

都市間交通の利便性確保 第 4 章 7 （1）

（２）産業競争力の強化

地域のにぎわいを生み出している商店街や、雇用や税収面での貢献が大きい臨海部の工業地帯な

ど市内の事業者・企業に対し、交流活動や設備投資の支援、規制緩和の検討などニーズに応じた支

援を行います。また、新たな雇用の受け皿創出や税収の確保につながるよう、新規企業の誘致を推

進するとともに、市内の雇用機会の拡大に取り組みます。

テーマ 施策の方向性 施策体系番号

産業競争力の強化

活力ある商業の推進 第 5 章 2 （1）

力強い工業の推進 第 5 章 2 （2）

雇用の促進 第 5 章 4 （1）
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（３）交流人口の増加

高い集客力を誇る東京ドイツ村、本市の特徴である富士山を見渡せる海浜公園や里山の美しい景

観、新鮮な農畜産物を販売する直売所、家族で楽しめる観光農園など、市外の方が本市の自然や農

業と触れ合う機会を拡大するとともに、交通利便性の向上に取り組みます。

また、観光地としての魅力向上に取り組むとともに、総合運動場や野球場などの体育施設を活用し、

スポーツ大会やチームの合宿等の誘致を推進します。さらに、県外に向けた積極的なシティプロモー

ションを戦略的に展開し、本市の知名度向上や、より広域での魅力の周知に取り組みます。

テーマ 施策の方向性 施策体系番号

交流人口の増加

スポーツツーリズムの推進 第 1 章 4 （3）

農業とふれあう機会の拡大 第 5 章 1 （4）

観光地としての魅力づくり 第 5 章 3 （2）

シティプロモーションの展開 第 6 章 4 （3）
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Ⅳ．計画の推進に向けて
基本構想に掲げる「市が目指す将来の姿」の実現に向けて、前期基本計画を着実に推進するため

の基本的な考え方を示します。なお、本市は、昭和、長浦、根形、平岡、中川・富岡、臨海等の地

域から構成されており、各地域は、それぞれ特徴的な資源と異なる特性を有しています。そのため、

各分野の施策推進に当たっては、各地域の住民の意向を十分に把握しながら、必要に応じて各地域

間における連携も図り、各地域の資源や特性を活かしたまちづくりを進めます。

１．多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進

行政がその役割をしっかりと果たすことに加え、多様な主体がまちづくり活動に参加することによ

り、今以上に生活しやすいまちを築いていくため、「市が目指す将来の姿」を実現するための共通の

視点として掲げた「みんなでつくるまち」の具現化に向けて、市民やＮＰＯ団体、事業者などの多様

な民間主体と行政とが協働で取り組むまちづくり活動の推進と、そのための仕組みづくりを進めてい

きます。

２．効率的・効果的な行財政運営

本市の財政状況は今後厳しさが増していくことが考えられることから、それぞれの施策や事業の重

要性・緊急性を踏まえ取り組んでいくことに加え、自主財源の確保等による財政の弾力化、組織を支

える人材の育成を進め、効率的・効果的な行財政運営を行っていきます。

３．計画の推進と進行管理

市民等への説明責任を果たしながら、施策や事業の進捗を適切に管理するとともに、ＰＤＣＡサイ

クルに基づき、その有効性や成果などについて検証を行い、必要に応じて改善を図りながら、計画

を推進します。
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Ⅴ．分野別施策

この項目の施策分野名を記載しています。

この施策分野に対応する SDGs の目標を記載しています。

この施策分野での目指すまちの姿を記載しています。

この施策に取り組むにあたって踏まえるべき現状と課題を示しています。具体的には、
社会動向や本市における状況、今後求められる取組等について記載しています。

この施策分野において推進する施策の内容と、さらに具体的な「主な取組」を、項目
ごとに記載しています。

市民と行政との協働を推進するため、この項目の施策に取り組むにあたって市民等に
期待される役割を示しています。

この項目の施策推進の進捗度を把握するため、前期基本計画満了時（令和 7 年度）に
おける目標値を設定しています。

【Ⅴ . 分野別施策】のページの構成と見方

64 65

１-４．スポーツ

目指すまちの姿

現状と課題

○市民の誰もが、それぞれのライフスタイルに応じてスポーツ・レクリエーションに親しみ、心身

ともに健やかな生活を送ることができています。

●本市では、市民がスポーツを通じて健康づくりに取り組める場や機会を多く持てるように、
スポーツイベントの開催や総合型地域スポーツクラブへの支援など、市民が気軽にスポーツに
接することができる環境の整備を行っています。健康志向が高まる中、今後は市民がスポーツ
を通じて健康づくりに取り組める機会の提供が求められます。

●スポーツやイベントの拠点となる総合運動場や臨海スポーツセンターなど老朽化が進んでいる
市内の社会体育施設については、必要に応じて計画的な対応を行っていく必要があります。

●スポーツ活動やイベントを通じて、人や地域の交流を促進し、地域の活性化につなげていく必
要があります。

【主担当部署】　体育振興課
【関連する個別計画】	スポーツ振興計画

338,240
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施策の方向性

(1) 地域スポーツ・レクリエーション活動の推進

・多くの市民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加できる機会を設けるとともに、

市内5地区に設立されている総合型地域スポーツクラブの活動を支援します。
【主な取組】	 ○総合型地域スポーツクラブの活動支援　　○スポーツ教室の開催

	 	 ○各クラブ間交流大会の開催　　○ウォーキングフェスタの開催

(2)スポーツ・レクリエーション施設の環境整備

・市内の社会体育施設について、利用者が安全に安心して利用できるとともに、施設の利便

性が向上するよう、適正な維持管理を行います。また、必要に応じて計画的な改修・整備

を行います。
【主な取組】　○各施設の適正な維持管理　　

(3)スポーツツーリズムの推進

・「観るスポーツ」「するスポーツ」など、スポーツを通じた交流人口の増加を図り、地域活

性化につなげていきます。
【主な取組】	 ○野球・サッカー等の公式戦誘致の推進　　○各種スポーツ大会誘致の推進

	 	 ○スポーツ合宿誘致の推進

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・生涯を通じて、豊かなスポーツライフを送る
・総合型地域スポーツクラブに参加する
・スポーツイベント等の運営にボランティアとして参加する

地域・団体に
できること

・総合型地域スポーツクラブ等と協力・連携を図る
・市で実施するスポーツイベント等に協力する

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①身近にスポーツ・レクリエーションを行う場・機会が
あると思う市民の割合

64.2%
（令和元年度） 70.0%

②スポーツ施設利用者数 300,493 人
（平成３０年度） 310,000 人

1

1

2

3

4

5

6

7

3

4

2
5

6

7
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１-１．子育て支援　

目指すまちの姿

現状と課題

○行政・地域・家庭が一体となった子育て支援の取組により、安心して子育てできる環境となっ

ています。

○次代を担う子どもたちが、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うため、等しく幼児期の教育・

保育を受けることができる環境が整えられています。

●平成 30 年の本市の合計特殊出生率は1.67 で、全国（1.42）、千葉県（1.34）を大きく上回っ
ています。要因としては、子育て世帯の転入が多いこと、若年層で未婚率が低いことなどがあ
げられます。

●相対的にみれば出生率が高い水準にあるとはいえ、本市でも今後は少子化が進むことが懸念
されており、結婚や出産のための環境を整備していく必要があります。

●本市では、核家族化の進展や共働き世帯の増加等の環境変化に対応するため、認定こども園や
認可保育所の開設を支援し保育サービス量を確保していくとともに、保護者の多様なニーズに応
える様々なサービスを展開してきました。また、子どもの健やかな発達や発育を支援するため、
健康に資する訪問や各種健康診査などを実施し、母子保健の向上に努めているところです。

●ひとり親世帯や経済的支援が必要な世帯の増加、乳幼児への虐待事案の発生など、全国で様々
な形態の子育て世帯の事例が顕在化している中で、個々の家庭に寄り添った支援策が求めら
れます。

●令和 2 年 4 月現在において、市内には 3 箇所の幼稚園、11箇所の保育所及び 1箇所の認定
こども園があり、各施設で特色ある幼児教育・保育が行われています。今後は、各施設におい
て教育・保育内容の充実を図るとともに、各施設間における横の連携、小学校への滑らかな
接続を意識した縦の連携を推進していく必要があります。

●袖ケ浦駅海側地区への子育て世帯の転入増加、幼児教育・保育の無償化等の要因により市内
では待機児童が発生しています。保育ニーズは、今後も増加していくことが予想され、ニーズ
に合わせたサービス量確保や多様なサービス展開を引き続き図る必要があります。

●本市では、子育て支援センター事業やファミリーサポートセンター事業など、地域で子育てを支
える仕組みがあり、今後は地域で子育てを支える環境づくりを一層進めていく必要があります。

【主担当部署】　子育て支援課、保育課、学校教育課
【関連する個別計画】 子育て応援プラン
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施策の方向性

(1) 結婚や妊娠・出産に向けた支援の充実

・結婚を望む人へのきっかけづくりとして、出会いの機会を提供します。

・不妊治療に取り組みやすい環境を整備するとともに、妊娠から出産・子育てまでそれぞれ

の段階に応じたサポートの充実を図ります。
【主な取組】 ○結婚相談所の開設・結婚相談の実施　　○婚活イベントの開催

  ○特定不妊治療費等の一部助成

  ○子育て世代総合サポートセンターでの相談受付

(2) 子育て世帯の状況に応じた支援の充実

・妊娠期から子育て期までそれぞれの段階に対応した専門職による相談の受付、産前産後期

におけるヘルパー派遣、子育て世帯への経済的支援など、子育て世帯の状況に応じた支援

の充実を進めます。

・昼間に保護者が家庭にいない小学生に放課後の居場所を提供する放課後児童クラブについ

ては、運営の支援を行うとともに、ニーズの拡大に対応するため施設の整備を進めます。
【主な取組】 ○妊娠・子育て世帯への相談業務の実施　　○産前産後期のヘルパーの派遣

  ○子ども医療費の助成　　○ひとり親家庭等への医療費の助成　　

  ○放課後児童クラブの運営支援　　○放課後児童クラブの施設整備



一人ひとりの市民に
できること

・子どもの健やかな成長と家庭の役割について理解を深める
・子育て世帯の見守り（支援・虐待防止）を行う

地域・団体に
できること

・子育てを支援する情報を地域で共有し、サポートが必要な人への相談窓
口等の紹介を行う

・官民の役割分担のうえ、連携による幼児教育・保育環境の向上を図る

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①安心して子育てができると思う人の割合 73.5%
（令和元年度） 77.0%

②子育てを楽しいと感じることの方が多い割合 66.0%
（令和元年度） 68.0%

③待機児童数 28 名
（令和元年度） 0 名

58

(3) 幼児教育・保育サービスの充実　

・幼稚園、保育所、認定こども園における共通の教育指針として定めた「幼児教育カリキュラ

ム」を積極的に活用することにより、さらに質の高い幼児教育・保育を提供するとともに、

小学校への滑らかな接続を推進していきます。

・保育が必要な児童の保護者の多様なニーズに対応するため、様々な保育サービスの充実を

図るとともに、子どもたちが安全な環境のもとで安心して過ごせる活動場所を提供します。

・質と量の両面で十分な保育サービスの提供を推進します。
【主な取組】 ○幼稚園、保育所、認定こども園と小学校間における交流機会の充実　

  ○一時保育、延長保育、休日保育、病児保育、病後児保育事業等の充実とＰＲ

  ○私立認可保育所等の施設整備の助成　　○保育士の確保と適正配置　

  ○保育所業務の効率化に向けた電子システムの導入　

  ○平川地区における幼保施設のあり方の検討

(4) 地域における子育て支援施策の充実

・地域で出産や子育てに関する情報収集や相談ができ、親子の交流が図れる場である子育

て支援センターの活動の支援や、ファミリーサポートセンター事業を推進することで、地域

における子育て支援の浸透を図ります。
【主な取組】 ○地域子育て支援センターの運営支援・新設の検討

  ○ファミリーサポートセンターの運営、会員の募集、会員間交流会等の開催

市民等に期待される役割

成果指標
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１-２．学校教育

目指すまちの姿

現状と課題

○「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の“生きる力”の育成が図られ、また、開かれた

学校づくりが進み、地域と協働した学校づくりがなされています。

●子どもたちを取り巻く環境が急激に変化している中で、本市ではこうした変化に子どもたちが
確実に対応できるよう、「明日を拓く 心豊かな たくましい人づくり」を基本目標として、児童
生徒の「生きる力」を育む学校教育を推進しています。

●本市では、基礎学力向上支援教員や特別支援教員の配置など個別の支援を必要とする児童生
徒への対応や、学校施設の耐震化等を計画的に実施することにより、義務教育に対する満足
度は高い状況にあります。

●主体的・対話的で深い学びを通じて、児童生徒にこれからの時代を生きる力を育むことが必要
であり、教職員の指導力の一層の向上が求められています。

●近年の児童生徒に関して、生命尊重の精神や規範意識の低下、人間関係を形成する力の低下
などが指摘されている中で、こうした課題に対応するため、道徳教育や体験活動などを通した
豊かな心の育成が求められています。

●令和元年の全国体力調査によると、本市の小学校高学年以上の児童生徒の体力平均値は、国や
県より高い水準を維持しています。しかし、「体育が好き」と回答した児童生徒の割合は国より
も低く、運動に親しむ態度を育成する必要があります。

●不登校や問題行動などの事案が発生した際に、悩みを持つ児童生徒や保護者に対応するため、
専門家による相談機能の充実が求められています。また、教職員が心身ともに健康を保つこと
ができる環境の整備も課題となっています。

●核家族化や地域コミュニティの活力の低下等を踏まえ、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役
割を認識し、連携・協力を進めることが重要であることから、学校が家庭や地域の教育力を
生かした教育を推進していく必要があります。

●本市では学校施設の耐震化や改修、防犯カメラや普通教室へのエアコン設置など、教育環境
の整備を計画的に進めてきました。今後はこうした取組に加え、施設の長寿命化を図っていく
必要があります。

●子どもの安全性を確保するため、防犯・防災・交通安全の視点に立った安全・安心な教育環境
の整備を図っていく必要があります。

【主担当部署】　学校教育課、総合教育センター、体育振興課、教育総務課
【関連する個別計画】 教育ビジョン
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施策の方向性

(1) ⽣きる⼒を育む学校教育の推進
・児童生徒一人ひとりの確かな学力を育むために、きめ細かな学習指導を行うことができる

適正な教職員の配置を行うとともに、教職員の指導力の向上を図ります。
・児童生徒の豊かな心を育むために、自然体験活動や読書活動等の一層の充実を図ります。
・学校体育の充実を図るための取組を通して、児童生徒の健やかな体と、生涯を通じて運動

やスポーツに親しむ態度を育みます。
・教科学習に情報教育機器を積極的に活用し、情報教育が円滑に推進できる体制を構築する

ことにより、児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。
・外国語指導助手等の活用により、児童生徒に英語によるコミュニケーションができる十分

な機会を提供します。
・特別な配慮を必要とする児童生徒に対して個々に応じた支援を行い、一人ひとりの可能性

を伸ばす特別支援教育の充実を図ります。
・不登校や問題行動などの悩みを抱える児童生徒やその対応に悩む保護者が気軽に相談

できる体制を整備するとともに、不登校等の児童生徒に対して、教育支援教室など実態に
応じた効果的な支援を行います。

・いじめや虐待等の早期発見・不登校の予防、また、教職員が心身ともに健康を保つため、
専門的な見地から相談・助言を行うスクールカウンセラーを全校に配置します。

【主な取組】 ○全小中学校への基礎学力向上支援教員の配置等による指導体制の充実

  ○教職員の研修の実施　　○自然体験活動の実施

  ○学校図書館への学校司書の配置　　○道徳教育の充実

  ○学校体育指導研修会の開催　　○レッツトライスポーツ教室の開催

  ○情報教育機器の整備（無線ＬＡＮ、タブレット機器、校務用コンピュータの

  　更新等）

  ○ＡＬＴコーディネーター・外国語指導助手の活用

  ○全小中学校への特別支援教員の配置

  ○総合教育センターにおける教育相談体制の充実

  ○教育支援教室「のぞみ学級」の運営、相談受付体制の拡充

  ○スクールカウンセラーの全校配置
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(2) 開かれた学校づくりの推進
・市民が学校教育のために、できる時にできる人ができることを行う「学校支援ボランティア制

度」の拡充や、各校ＰＴＡと市ＰＴＡ連絡協議会の活動の充実、地区住民会議との連携し
た活動等を通して、地域ぐるみで学校を支援する体制の構築を進めます。

・地域と学校の意思疎通を密にするために、学校に関する情報を地域に積極的に発信します。
【主な取組】  ○学校支援ボランティアの募集・研修会の実施

  ○学校支援ボランティアによる活動の促進（学習支援、安全支援、環境支援）

(3) 教育環境の整備
・今後の児童生徒数の動向を踏まえて、普通教室の確保や教育環境の充実、利活用方針の

検討等の対策を進めていきます。
・防犯マップの作成や防犯指導の実施、各学校での防犯訓練やパトロールの実施など、児童

生徒の安全を確保するための取組を推進します。
・教職員の日々の校務処理の負担を軽減し、きめ細かな指導が行えるよう、校務支援システ

ムの円滑な運用を図ります。
【主な取組】  ○奈良輪小学校校舎の増築　　○小中学校トイレの改修

  ○児童生徒用安全マップの作成と利活用　　○防犯指導の実施

  ○スクールサポーター（元警察官）による不審者対応訓練実施の支援

  ○登下校時のパトロール、通学路の安全点検の実施

  ○校務支援システムの運用

一人ひとりの市民に
できること

・児童・生徒を取り巻く環境への関心を持つ
・登下校時の見守りなどに協力する
・学校行事や学校運営に関する活動に積極的に参加する

地域・団体に
できること

・それぞれの知見等を生かし学校運営に協力する
・児童・生徒を取り巻く環境への関心を高める
・登下校時の見守りなど防犯・防災に協力する

市民等に期待される役割

成果指標

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①学校が楽しいと感じる児童・生徒の割合 88.4%
（令和元年度） 90.0%

②子どもの健全育成に家庭・学校・地域が協力していると思う
市民の割合

74.2%
（令和元年度） 75.0%

③運動やスポーツが「好き」と思う児童・生徒の割合 58.4%
( 平成３０年度 ) 70.0%
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１-３．生涯学習　

目指すまちの姿

現状と課題

○市民が主体的に生涯学習に取り組んだ成果が豊かな地域づくりに活かされ、また、青少年を

地域全体で育み、健やかに成長できる環境が整っています。

●自らが関心を持つテーマについて生涯にわたって学習することができる環境の整備が求められ
ている中で、本市ではライフステージ別各種講座の開催などの機会を提供しています。また、
図書館では、身近で親しみのある運営に努め、より利便性の高い電子情報の発信や学校図書
館との連携、乳幼児期からの読書の推進などに取り組んできました。今後は、社会教育施設
における生涯学習活動の充実や情報提供の更なる充実などを進めていく必要があります。

●市民会館・公民館は、幅広い世代を対象とした各種講座の開催や、家庭の教育力向上に向け
た学習機会の提供等を行うなど、地域における重要な活動拠点となっています。今後は施設の
老朽化への対応や利用動向などを考慮して将来的な施設のあり方を検討していく必要があり
ます。

●青少年へのいじめや家庭での虐待、青少年による非行、さらにはネット社会の中で犯罪に巻き
込まれる可能性など、最近の青少年を取り巻く環境には様々なリスクが潜在していることから、
行政と地域や民間が一体となって対策を講じていく必要があります。

【主担当部署】　生涯学習課、市民会館、各公民館、中央図書館
【関連する個別計画】  －
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市民等に期待される役割

成果指標

施策の方向性

(1) ⽣涯学習の充実
・市民のニーズに応じた各種講座や講演会に加えて、子どもへの理解を深める家庭教育や、

地域ごとに抱えている課題をテーマとして考える場、市民が自己の充実・生活の向上を図
るための多様な生涯学習の場を設けます。

・地域における生涯学習の担い手となるボランティアの養成を推進します。
【主な取組】 ○図書館での各種講座・講演会の開催
  ○子どもの世代に応じた家庭教育学級・親業訓練入門講座の開催
  ○地域別課題をテーマとした講座の開催
  ○社会教育推進員養成講座・研修会の開催

(2) 社会教育施設の環境整備
・地域の生涯学習の拠点としての役割を担う市民会館や公民館施設について、必要な改修を

行うとともに、利用動向や利用者の意向等も踏まえて、施設のあり方について、見直しを図っ
ていきます。

【主な取組】 ○公民館等の吊天井等耐震対策工事の実施　 
  ○社会教育施設のあり方の見直し

(3) 青少年健全育成の推進
・地域が進める青少年の健全育成に取り組む活動を支援します。また、地域全体で子どもを

育む放課後子ども教室を運営します。
・関係機関との連携のもとで、青少年が問題行動に関わることを未然に防ぐための対策を

強化します。
【主な取組】 ○青少年育成袖ケ浦市民会議・地区住民会議の開催
  ○スクールサポーター（元警察官）による児童生徒健全育成活動の実施
  　（パトロール、安全マップ作成）
  ○非行防止活動の実施　　○ＳＮＳ・インターネットの安全な利用の促進

一人ひとりの市民に
できること

・生涯を通じて学び、地域活動に参画し、豊かな知識・技術・経験を活用する
・地域のつながりや支え合いに取り組む
・青少年を取り巻く環境への関心を高める

地域・団体に
できること

・地域のつながりや支え合いに取り組む
・地域住民の学習活動を支援する
・青少年を取り巻く環境への関心を高める

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①身近に学習ができる場や機会があると思う市民の割合 49.6%
（令和元年度） 51.7％

②青少年が健やかに育っていると思う市民の割合 76.2%
（令和元年度） 78.0%
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１- ４．スポーツ

目指すまちの姿

現状と課題

○市民の誰もが、それぞれのライフスタイルに応じてスポーツ・レクリエーションに親しみ、心身

ともに健やかな生活を送ることができています。

●本市では、市民がスポーツを通じて健康づくりに取り組める場や機会を多く持てるように、
スポーツイベントの開催や総合型地域スポーツクラブへの支援など、市民が気軽にスポーツに
接することができる環境の整備を行っています。健康志向が高まる中、今後は市民がスポーツ
を通じて健康づくりに取り組める機会の提供が求められます。

●スポーツやイベントの拠点となる総合運動場や臨海スポーツセンターなど老朽化が進んでいる
市内の社会体育施設については、必要に応じて計画的な対応を行っていく必要があります。

●スポーツ活動やイベントを通じて、人や地域の交流を促進し、地域の活性化につなげていく必
要があります。

【主担当部署】　体育振興課
【関連する個別計画】 スポーツ振興計画
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施策の方向性

(1) 地域スポーツ・レクリエーション活動の推進

・多くの市民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加できる機会を設けるとともに、

市内 5 地区に設立されている総合型地域スポーツクラブの活動を支援します。
【主な取組】 ○総合型地域スポーツクラブの活動支援　　○スポーツ教室の開催

  ○各クラブ間交流大会の開催　　○ウォーキングフェスタの開催

(2) スポーツ・レクリエーション施設の環境整備

・市内の社会体育施設について、利用者が安全に安心して利用できるとともに、施設の利便

性が向上するよう、適正な維持管理を行います。また、必要に応じて計画的な改修・整備

を行います。
【主な取組】　○各施設の適正な維持管理　　

(3) スポーツツーリズムの推進

・「観るスポーツ」「するスポーツ」など、スポーツを通じた交流人口の増加を図り、地域活

性化につなげていきます。
【主な取組】 ○野球・サッカー等の公式戦誘致の推進　　○各種スポーツ大会誘致の推進

  ○スポーツ合宿誘致の推進

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・生涯を通じて、豊かなスポーツライフを送る
・総合型地域スポーツクラブに参加する
・スポーツイベント等の運営にボランティアとして参加する

地域・団体に
できること

・総合型地域スポーツクラブ等と協力・連携を図る
・市で実施するスポーツイベント等に協力する

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①身近にスポーツ・レクリエーションを行う場・機会が
あると思う市民の割合

64.2%
（令和元年度） 70.0%

②スポーツ施設利用者数 300,493 人
（平成３０年度） 310,000 人
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１-５．文化芸術・文化財

目指すまちの姿

現状と課題

○市民が文化芸術に親しむことができる環境が整い、また、文化財の価値が理解され、次世代に

継承するための取組が進められています。

●本市では、文化芸術活動を行っている団体への支援、市民が文化芸術に触れる機会や創作活
動の成果を発表する機会の創出といった取組を行っていますが、こうした文化芸術活動に関わ
りを持つ市民は一部にとどまっています。市民が様々な分野における文化芸術に親しむことが
できる機会の創出や環境を整備していく必要があります。

●市内には平成 29 年に国史跡に指定された山野貝塚をはじめ、県指定や市指定など、数多く
の文化財が存在しています。地域資源である文化財を守り、次世代に継承していくことが求め
られます。

●郷土博物館では、歴史や民俗等に関する展示のほか、市民学芸員と協働で各種企画展や講座・
イベント等の事業を実施していますが、運営に携わるボランティアの確保が課題となっています。

【主担当部署】　生涯学習課、郷土博物館
【関連する個別計画】 －
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序
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施策の方向性

(1) 文化芸術活動の推進

・文化芸術活動を行っている団体等に対して、展示や演奏を行う場所の提供や機会の創出等

の支援を行うとともに、そうした活動への新たな市民の参加を促すための取組を推進します。

・より多くの市民に文化芸術に触れることができる場を提供します。
【主な取組】 ○文化芸術活動団体の事業開催の支援

  ○袖ケ浦美術展の開催支援　　○芸術活動体験教室の開催

(2) 郷⼟の歴史と文化財の保存・活⽤

・国史跡に指定された山野貝塚の保存活用に取り組みます。

・郷土博物館では、文化財の保存、展示の更新、資料の調査研究と情報提供、運営を支え

るボランティアの養成等を推進します。
【主な取組】 ○山野貝塚の保存と活用の推進　　○文化財の適切な保存

  ○企画展の開催　　○「市史研究」の刊行

  ○市民学芸員（ボランティア）養成講座の開催

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・文化芸術活動に参加する
・地域の歴史文化を理解し、郷土愛を持つ
・地域の民俗文化財を理解し、保存・継承する

地域・団体に
できること

・文化芸術活動の自主的な取組・参加者を増やす工夫・活動を活発化する
・地域の民俗文化財を保存・継承する

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①１年間に芸術を鑑賞した市民の割合 39.8%
（令和元年度） 43.3％

②袖ケ浦の歴史・文化に興味・関心を持っている市民の割合 48.7%
（令和元年度） 55.0％
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２-１．健康づくり・医療　

目指すまちの姿

現状と課題

○市民一人ひとりが、ライフステージに応じた健康づくりに主体的に取り組み、心身ともに健やか

に暮らすことができています。

●平成 27 年時点の本市の平均寿命は男性が 80.4 歳、女性が 86.4 歳となっています。いつま
でも自分らしく健康的な生活を送るためには、市民一人ひとりが健康に対する意識を高く持ち、
健康教室への参加や検（健）診の受診など、主体的な健康づくりに取り組むことが求められます。

●生活習慣病の予防・改善のためには、若年期健康診査や特定健康診査、特定保健指導の活用
が効果的です。今後も各種健康診査や保健指導等を通じ、生活習慣病の予防や重症化防止に
取り組むことが重要です。

●地域の医療体制について、国保直営総合病院君津中央病院を中心とした地域の医療・救急体
制の確保に努めています。今後も身近な場所で適切な医療サービスを安定的に受けられるよう、
医療機関相互の連携強化や、医療需要の変化に対応した体制の整備に取り組む必要があります。

●安心して子どもを出産できる環境を整備するため、本市への産婦人科医療機関の誘致を検討
していく必要があります。

【主担当部署】　健康推進課
【関連する個別計画】 健康プラン２１
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施策の方向性

(1) 健康づくりの推進
・健康づくり支援センターなどにおいて、健康づくりの教室等を行うとともに、健康相談、各種

検（健）診、予防接種等を実施することで、市民が健康に暮らせる環境の整備を図ります。
・健康に関するイベントや各種保健サービスの周知・啓発活動を積極的に行い、市民の健康

への意識を高め、主体的な健康づくりを促します。
【主な取組】 ○健康づくり支援センターの管理運営

  ○健康づくり支援センターにおける各種教室の開催　　○健康相談の実施

  ○各種検（健）診、予防接種の実施　　○健康に関する教室や検（健）診利用のＰＲ

(2) ⽣活習慣病の予防
・糖尿病等の生活習慣病の予防・改善に向け、若年期健康診査や国民健康保険加入者に対し

特定健康診査・特定保健指導等を行います。
・各種がん検診の実施により、がんの早期発見や早期治療に努め、重症化の防止を図ります。

【主な取組】 ○特定健康診査・特定保健指導の実施　　○若年期健康診査の実施

  ○各種がん検診の実施

(3) 地域医療体制の充実
・市民が安心して医療サービスを受けられるよう、休日や夜間等においても急病人が迅速に

医療を受けられる体制の確保や、二次救急医療体制の維持に取り組むとともに、感染症や
災害発生等の非常時においても関係機関等と連携した取組を進めます。

・市内における産婦人科医療機関の誘致の検討を進めます。
【主な取組】　○在宅当番医制度の実施　　○夜間急病診療所等の運営

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・各種検（健）診や相談の機会を利用する
・生活習慣病の予防など健康づくりに積極的に取り組む
・相談できるかかりつけ医を持つ

地域・団体に
できること

・検（健）診の受診や健康づくりに関する啓発活動を行う
・従業員が心身とも健康に働ける職場づくりを行う
・病気の予防や医療機関の適正利用等についての情報を提供する

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①国民健康保険特定健康診査受診率 53.1%
（平成３０年度） 60.0%

②安心して医療機関を利用できると感じている市民の割合 60.0%
（令和元年度） 62.0％
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２-２．地域福祉　　

目指すまちの姿

現状と課題

○市民・地域・行政の連携による福祉活動の支え合いの仕組みや、自立に向けた支援体制が整い、

市民誰もが安心して自分らしい生活を送ることができています。

●社会構造や人々の暮らしが変化する中で、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」
という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が支え合いや、助け合いながら、ともに
生きる社会づくりに取り組んでいく必要があります。そのために、地域の事業者や各種団体など
様々な主体の交流を促進するとともに、福祉活動の担い手であるボランティアを育成し、福祉
活動の活発化を進めていく必要があります。

●様々な要因により、自己で生計を立てることが困難になる人が増加傾向にあることから、生活
保護制度の適切な運用と自立に向けた支援を行うとともに、家庭環境による子どもの将来へ
の影響を防ぐ必要があります。

【主担当部署】　地域福祉課
【関連する個別計画】 地域福祉計画
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施策の方向性

(1) 地域福祉の推進

・地域の多様な主体が一体となった支え合い・助け合い活動を促進していくために、連携・交

流の場である拠点（サロン）の整備や、地域の子どもたち向けの子ども食堂の運営支援な

どに取り組みます。

・各地区の福祉活動における中心的役割を担っている社会福祉協議会の活動を支援します。

・地域の福祉活動を活性化させるため、担い手であるボランティアの育成や、ボランティアに

よる活動への支援を行います。
【主な取組】 ○地域ふれあいサロンの運営・増設　　○子ども食堂の運営支援

  ○地区社会福祉協議会の活動支援　　○ボランティアリーダーの支援・育成

　 ○ボランティアセンターの運営支援

(2) ⽣活困窮者の⽣活基盤の安定と自立の促進

・生活困窮者が抱える問題についての相談体制を充実させるとともに、就労を望む人には対象

者の適性に応じた就労先確保の支援を行うなど、生活困窮者の自立に向けた包括的な支援

を行います。

・世代間で貧困を連鎖させないため、生活困窮世帯の子どもに学習機会や居場所を提供し、

適切な学習習慣や日常生活習慣等の形成を図ります。
【主な取組】 ○生活困窮者向け相談・情報提供体制の実施

  ○生活困窮者の就労支援の実施　　○学習支援の実施

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・地域住民同士の声掛けを大事にする
・地域の活動や行事に積極的に参加する
・近所づきあいの中で、必要に応じて安否確認等を行う

地域・団体に
できること

・社会福祉協議会、民生委員・児童委員、福祉関連団体など多様な組織が連
携し、情報を共有化する

・住民同士の声掛けや支え合いの意識啓発に努める
・地域住民同士の声掛けや交流を促し、生活課題の把握に努める

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①地域で支え合って安心して暮らしている市民の割合 59.1%
（令和元年度） 65.0％
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２-３．高齢者福祉　

目指すまちの姿

現状と課題

○地域の実情に応じた介護予防の取組や生活支援サービスの充実などにより、高齢者がいきいき

と可能な限り住み慣れた地域で安心して生活することができています。

●平成 27 年国勢調査結果によると、本市の 65 歳以上人口は約1.5 万人で、市民の 4 人に1人
が該当しています（高齢化率：24.9％）。高齢化率は更なる上昇が見込まれており、高齢化社会
への対応が急務です。

●本市の平成 30 年 10 月時点における要支援・要介護認定率は13.6％であり、県平均（15.8％）
より低い水準ですが、認定者数、介護費用額はともに増加しており、介護予防の取組を充実
させていく必要があります。

●更なる高齢化に伴い、医療と介護が必要な高齢者数の増加が見込まれることから、住み慣れ
た地域で安心して暮らし続けられるよう、地域包括支援センターの機能強化や地域における医
療と介護の連携を推進し、適切な医療・介護サービスの提供や生活支援サービスの充実を図
る必要があります。

●高齢者が自立しながら安心して暮らせるよう、高齢者の健康上・生活上の問題を早期に把握し、
緊急時には迅速に対応できる、地域での見守り体制を構築する必要があります。

●高齢者が社会参加・社会貢献することにより地域の活性化を図っていく方向性が求められる中
で、高齢者がいつまでも生きがいをもって健康にいきいきと暮らせるよう、就労や生涯学習な
ど社会参加の機会を充実させることが重要です。

【主担当部署】　介護保険課、高齢者支援課
【関連する個別計画】 高齢者福祉計画・介護保険事業計画
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(1) 介護予防の推進

・地域住民、医療・介護関係者、ＮＰＯ法人、民間事業者等、地域の関係者と連携を図り、

高齢者が要介護状態になることの予防及び要介護状態となっても重度化を防ぐための取組

を推進します。
【主な取組】 ○介護予防に関する講演会や教室等の開催

  ○介護予防活動団体の活動支援　　○介護予防サポーターの養成及び活動支援

(2) 住み慣れた地域での⽣活支援

・地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターの機能強化を図ります。

・高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、要介護認定者向けに介護サービスの基

盤整備を推進します。また、介護人材の確保・定着を図るため、研修受講や資格取得を支

援します。

・世代間で支え合いながら生活できる住宅取得の支援や移動手段をもたない高齢者の移動

支援等に取り組みます。
【主な取組】 ○地域包括支援センターの機能強化　　○在宅医療・介護の連携の推進

  ○介護保険サービス事業所の整備　　○介護人材の確保・定着に向けた助成

  ○世代間同居のための新築・改築費用の助成　　

  ○高齢者へのタクシー利用料金の助成

(3) 地域で支え合う仕組みづくりの推進

・住民主体による、高齢者の生活支援・介護予防活動の充実を図ります。

・認知症の方とその家族が安心して生活していくことができるように、認知症に対する理解を

深め、地域における見守りを充実します。
【主な取組】 ○住民主体型活動を行う団体の立ち上げ及び運営支援

  ○高齢者見守りネットワーク活動の実施　　

  ○認知症サポーターの養成及び活動支援

(4) ⾼齢者の⽣きがいづくりと社会参加の推進

・一人ひとりの高齢者が、それぞれの経験や技能を活かしながら社会的役割や生きがいを

もって活動・活躍できるよう支援します。
【主な取組】 ○シルバー人材センターの運営支援　　

  ○介護支援ボランティア活動の促進

  ○シニアクラブの活動支援　　○高齢者学級の開催
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市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・介護予防の取組に積極的に参加する
・地域における生活支援等の担い手として活動する

地域・団体に
できること

・高齢者の見守りや支援等を行う
・地域における各種活動を通じて、高齢者の健康づくりや生きがいづくりに

つなげる

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①要介護認定率 13.6％
（平成３０年度） 17.6％

②住みなれた地域で最期まで暮らし続けたいと思う高齢者
の割合

79.3％
（平成２９年度） 80.0％

③地域活動に参加したことがある高齢者の割合 61.9％
（令和元年度） 63.0％
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２- ４．障がい者福祉　

目指すまちの姿

現状と課題

○障がいの有無に関わらず、地域全体で支え合う社会を築くことにより、障がいのある人が、

安心して、自分らしく生活を送ることができています。

●平成30年度末における本市の身体障害者手帳所持者は1,849人、療育手帳所持者は539人、
精神障害者保健福祉手帳所持者は 351人で、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持
者は増加傾向にあります。

●本市では、障がい者の相談業務の充実や、社会参加の促進に取り組んできましたが、障がい
のある人やその家族の高齢化、障がいの重度化・重複化等への対応が課題となっており、これ
らのニーズに対応した支援体制の整備を図っていく必要があります。

●障がいのある人の日常生活の支援や公共施設等のバリアフリー化を通じて、障がいのある人
が安心して生活できる環境を整備していくことが重要です。

●障がいに対する理解と意識の啓発を促進し、障がいのある人が差別や虐待を受けないように
するとともに、その財産や権利が不当に侵害されない環境を整える必要があります。

【主担当部署】　障がい者支援課
【関連する個別計画】 そでがうら・ふれあいプラン
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施策の方向性

(1) 障がいのある⼈の自立⽣活支援の推進
・障がいのある人の自立と社会参加を支援するために、幅広い分野に関する相談に対応します。
・地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置により、相談

支援の機能を強化し、障がいのある人の生活を地域全体で支えるための体制を整えます。
・障がいのある児童に対しては、早期診断と適切な治療や訓練を行うことにより、その自立

を支援します。
・障がいのある人が状況に応じて安心して働くことができるよう、地域での障がい者の就業

を支援します。
【主な取組】 ○障がい者等への相談支援の充実　　○基幹相談支援センターの設置・運営

  ○障がい児等への療育指導の実施　　○事業者への障がい者雇用の働きかけ

(2) 障がいのある⼈を支える⽣活環境の整備
・障がいのある人が日常生活をより円滑に営むための各種支援を行うとともに、障がいのあ

る人を支える人材の育成や公共施設等のバリアフリー化を推進し、生活しやすい環境を整
備します。

【主な取組】 ○日常生活用具の給付　　○障がい者等へのタクシー利用料金の助成

  ○ボランティアの育成　　○公共施設等のバリアフリー化

(3) 権利擁護の推進
・障がいのある人への虐待の未然防止や障がいを理由とする差別の解消に向けた意識啓発を

推進します。
・判断能力の不十分な方の権利や財産を守る成年後見制度の利用促進を図ります。

【主な取組】 ○差別解消や虐待防止等に向けた啓発活動の実施

  ○成年後見制度の周知・制度に関する相談支援等

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・障がいのある人に対する理解を深める
・障がいの有無に関わらずともに活動・交流する

地域・団体に
できること

・障がいのある人の日常生活や社会活動に関する支援を行う
・障がいのある人を積極的に雇用するとともに、職場での合理的配慮を行う

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①車椅子の方や障がいのある人が楽に出歩ける環境だと思う
市民の割合

19.7%
（令和元年度） 22.7%

②障がいのある人が安心して暮らしていると感じている市民
の割合

26.4%
（令和元年度） 28.0%

③就労移行支援事業の利用者数（累計） 26 人
( 平成 30 年度 ) 29 人
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３-１．防災　

目指すまちの姿

現状と課題

○確立された防災体制・水防体制及び市民の手による地域防災力により、災害から市民の生命と

財産が守られています。

●台風や大雨など激甚化する自然災害等により、本市においても停電や断水、家屋損壊などの
被害が発生しており、自然災害への備えと発生時の対応の重要性を強く認識させられたこ
とから、その経験を活かした対応が求められています。

●本市では、「袖ケ浦市地域防災計画」をもとに防災体制を整備してきましたが、今後起こりう
る大規模災害に備えて災害に強いまちづくりを行う必要性がこれまで以上に高まっています。
そのため、迅速かつ的確な対応が可能な防災・減災体制を確立するとともに、防災力の向上
を図る必要があります。

●災害から市民の生命、財産を守り被害の軽減につなげるため、自主防災組織の育成、災害対
策コーディネーターの養成などに取り組み、自助、共助、公助が機能する防災体制の強化を図っ
ており、今後も市民の防災における意識を向上させ、地域の防災力を高める必要があります。

●実行性のある避難支援や応援・受援体制を整えるとともに、災害発生後においても情報収集
や人命救助・救急・消火等の応急措置、公共施設等の速やかな復旧及び被災者への支援を行
う必要があります。

【主担当部署】　危機管理課
【関連する個別計画】 地域防災計画
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施策の方向性

(1) 防災対策の強化

・災害発生時に適切な情報発信を行うため、防災行政無線などの整備を進めるとともに、

備蓄物資や防災資機材の充足、備蓄倉庫の整備などの防災対策を強化します。

・県が示す浸水想定区域図を踏まえて洪水防災マップの見直しを行うとともに、各種防災教

育の推進を通して、市民の防災意識の高揚を図ります。
【主な取組】 ○防災行政無線施設の更新　　○非常用食糧等の更新　　○防災資機材の購入

　 ○震災対策備蓄倉庫の改修　　○洪水防災マップの更新　

  ○防災講座・研修会の開催

(2) 地域における防災⼒の強化

・地域において「共助」の中核を担う自主防災組織による活動が円滑に行われるよう、新規

設立を促すとともに、活動の中心となる人材の育成などの支援を行います。

・災害発生時に地域での防災活動が機能するよう、各地区で避難所の開設・運営や救助など、

より実践的な防災訓練を行います。
【主な取組】 ○自主防災組織結成の促進　　○防災資機材の貸与・更新　　

  ○防災訓練指導の実施　　○災害対策コーディネーター養成講座の開催

  ○地区別防災訓練の実施

(3) 災害応急・復旧対策の充実

・災害発生時に、要援護者の安否確認や避難支援等ができる体制づくりを支援するとともに、

プライバシーの保護に配慮しながら必要な情報を収集します。

・災害発生後に、被災者等が一定期間避難生活をする避難所については、適切な運営を行う

とともに、良好な生活環境の確保を図ります。また、一時避難場所についても必要な整備

を図ります。

・県や他自治体、防災関係機関、企業等との相互応援体制を構築し、災害発生時に連携して

応急対策やライフライン等の復旧対策を行うことができる環境を整備するとともに、被災

者への着実な支援に取り組みます。
【主な取組】 ○安否確認訓練の実施　　○福祉避難所の運営訓練の実施

  ○災害発生時の情報収集及び国・県・関係機関との協力体制の充実

  ○要援護者の情報収集と避難支援者への情報提供　　○災害時応援協定の締結
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市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・防災に対する意識を高め、知識を習得する
・防災訓練に積極的に参加する
・家庭での食糧の備蓄や非常時の持出品の準備を行う
・家族との避難場所や連絡方法の共有化を行う

地域・団体に
できること

・「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助意識を持つ
・地域でのコミュニケーションを強化し、災害時要支援者の把握に努める
・災害発生時を想定した、形式的ではない自主防災訓練を行う

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①災害に強いまちづくりができていると思う人の割合 31.1%
（令和元年度） 43.0%

②日頃から災害への備えをしている市民の割合 49.7%
（令和元年度） 60.0%

③避難所・避難場所を知っている市民の割合 83.5%
（令和元年度） 90.0%
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３-２．防犯・交通安全　

目指すまちの姿

現状と課題

○防犯体制の充実が図られるとともに、防犯と交通安全に関して市民の意識が高まり、市民が

安全・安心に暮らすことができています。

●本市では、自主防犯組織による防犯パトロールの実施、街頭防犯カメラの計画的な設置等
の取組を積極的に推進しており、刑法犯認知件数は、平成 25 年の 686 件から令和元年の
346 件へ大幅な減少となっています。しかし、最近は犯罪の手口が巧妙化しており、市民
一人ひとりの防犯意識の向上が求められています。

●平成 30 年度末時点で市内には自主防犯組織が 41団体あり、継続的な活動を行っていますが、
会員の高齢化と減少が課題となっています。

●本市の交通事故発生件数は増加傾向にあり、高齢者が当事者となる事故も増えています。
このため、市民一人ひとりの交通安全意識の向上を図るとともに、通学路や住宅街の交通安全
を確保するための対応、高齢者の身体的な衰えに起因する交通事故を未然に防止するための
取組を進める必要があります。

【主担当部署】　市民活動支援課
【関連する個別計画】 交通安全計画
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施策の方向性

(1) 防犯対策の推進

・犯罪の発生抑止のために、防犯灯や街頭防犯カメラの整備を進めるとともに、警察や防犯協

会等の関係機関と連携し、犯罪情報の提供などを行うことにより、市民の防犯意識の向上を

図ります。
【主な取組】 ○防犯灯の設置及び維持管理　　○街頭防犯カメラの設置及び維持管理

  ○生活安全メール等による防犯・犯罪情報の提供　　○防犯教育の実施

(2) 地域における防犯体制の強化

・市と自主防犯組織が連携して様々な活動を行うことができる体制の充実に向けて、自主防

犯組織の新規設立を促すとともに、継続的な支援を行います。
【主な取組】 ○自主防犯組織の新規設立の促進　　○自主防犯組織のリーダー研修会の実施　

  ○自主防犯組織との連携による防犯パトロール活動の実施

(3) 交通安全の推進

・警察や交通安全協会等の関連機関と連携し、幅広い層を対象とした交通安全教育や啓発

活動を行うことにより、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図ります。

・近年急増している高齢者が関係する交通事故を防止するための対策を強化します。
【主な取組】 ○交通安全教育の実施（保育施設、小中学校、シニアクラブ等）

  ○交通安全啓発活動の実施

  ○高齢者向け安全運転対策の実施　　○高齢者の運転免許証自主返納の支援

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・戸締り、自転車の施錠等の徹底など自主的な防犯対策に努める
・犯罪防止のために、隣人とのコミュニケーションに努める
・交通ルールとマナーを遵守する

地域・団体に
できること

・市民の防犯意識・交通安全意識の啓発に努める
・団体間が連携し、情報を共有化する
・効果的な防犯活動、交通安全活動を行う

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①人口 1,000 人当たりの刑法犯認知件数  5.4 件
（令和元年） 4.7 件

②人口 1,000 人当たりの交通事故発生件数 3.3 件
（令和元年） 2.6 件

③地域の治安が良いと思う市民の割合 74.9%
（令和元年度） 77.7％
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３-３．消防・救急　　

目指すまちの姿

現状と課題

○消防・救急体制の充実が図られるとともに、事業者や市民の防火意識が高まり、市民が安全・

安心に暮らすことができています。

●平成 30 年の本市の年間火災発生件数は 41件となっており、救急出動件数は 2,973 件となっ
ています。

●本市の常備消防は、災害現場で迅速・適切な活動が可能な指揮隊の編成、計画的な消防車両
の整備・更新等の取組を行い、消防・救急体制の強化を図っています。今後は老朽化が課題と
なっている消防庁舎等の整備の検討や、消防の広域化について県・近隣市と情報共有を図る必
要があります。

●消防団は18ヶ分団体制で活動を行っていますが、団員の高齢化、団員数の減少という課題を
抱えており、今後の消防団活動に支障をきたす分団が出てくることが懸念されています。

●火災発生による甚大な被害を未然に防ぐためには、日常生活からの予防が重要であり、市民
等の火災予防意識を高めていくことが求められます。

【主担当部署】　消防本部総務課、予防課
【関連する個別計画】  －
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施策の方向性

(1) 消防・救急体制の充実

・消防庁舎の整備検討、消防車両の計画的な更新等を通して、常備・非常備の消防体制及び

救急体制の充実を図ります。救急時に市民も適切な応急処置が行えるよう、必要な対策を

講じます。

・地域における消防団活動の必要性の周知を図り、消防団員確保に取り組みます。

・消防の広域化に関しては、県及び近隣市等の動向を踏まえながら検討を進めます。
【主な取組】 ○消防庁舎の整備方針の検討　　

  ○常備消防車両及び非常備消防車両の計画的な更新

  ○消防団詰所の計画的な改修　　○救急講習会の開催

  ○消防団に関する広報活動による加入の促進　　○消防の広域化の検討

(2) 火災予防の推進

・市民が火災予防に関して強い意識を持ち、火災発生時に適切な対応ができるように、様々

な機会を通じて啓発活動を推進します。

・住宅への設置が義務付けされている住宅用火災警報器の設置を促進するとともに、防火

及び自主保安管理体制の徹底を図るため、事業者に対し法令に基づき適切な指導・助言を

行います。
【主な取組】 ○火災予防運動の実施（秋・春）　　

  ○広報媒体・イベントを通した啓発活動の実施

  ○一人暮らし高齢者宅防火診断の実施　　○幼年消防クラブ大会の開催

  ○住宅用火災警報器の普及促進　　○事業所への立入検査の実施

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・防火意識を持ち、消火器や住宅用火災警報器の設置など住宅防火対策に努
める

・消防訓練・救急講習会などに参加し、防火・救命に関する知識を習得する
・救急車の適正な利用を心がける

地域・団体に
できること

・消防団活動への理解・協力を行う
・救急事案発生時に、救急車が到着するまで、応急処置を行う
・あらゆる事故災害等に備え、自主保安管理体制を強化する

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①消防・救急体制に安心感を持っている市民の割合 75.4%
（令和元年度） 77.5%

②出火率（過去 6 年間平均値） 2.20%
（平成３０年） 2.17%
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３- ４．消費生活　　

目指すまちの姿

現状と課題

○市民の消費者問題に対する知識や判断力が高まり、相談体制の充実により、市民が安心して

生活を送ることができています。

●高齢者を狙った悪質商法や特殊詐欺、通信技術の発達を背景としたサイバー犯罪など、犯罪
の手口は複雑化・巧妙化しており、消費者がトラブルに巻き込まれる事案が増加しています。

●平成 30 年度の本市での消費生活相談件数は 483 件で、25 年度の192 件から約 2.5 倍
に増えています。内訳としてはインターネット通販や個人情報漏えい等の被害に関する相談が
目立っています。

●市の消費生活センターでは、対応すべき業務の多様化や相談件数の増加に伴い、相談員の確
保が課題となっています。

●消費者被害を未然に防止するために、消費生活に関する知識や判断力の向上を目的とした消
費者教室を開催するなど、消費者意識を高めていく必要があります。

【主担当部署】　商工観光課
【関連する個別計画】 －
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施策の方向性

(1) 消費者保護対策の推進

・消費生活に関する相談については、的確な対応を行うことにより問題の早期解決を図りま

す。また、市の消費生活センターの認知度を高めるため、消費生活センターの周知を図り

ます。

・消費者問題に関する最新情報の収集、相談員の質の向上などを通して、相談体制の充実を

図ります。
【主な取組】 ○消費生活相談の実施　　○消費生活センターに関するＰＲの推進

  ○消費問題に関する情報の収集と市民への提供

  ○消費生活センター相談員の確保・資質向上に向けた支援制度の創設・運用

(2) 消費者意識の向上

・関係機関との連携を強化して幅広い年齢層を対象とした消費者教育や啓発活動を行うこと

により、市民の消費生活に関する知識や判断力の向上を図ります。

・特にターゲットになりやすい高齢者や若年層に対しては、きめ細かな情報提供や学習機会

の充実を図り、被害の未然防止に努めます。
【主な取組】 ○消費者教室の開催　　○出前講座の開催

  ○啓発パンフレット等の作成・配布

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること ・消費者被害に関する最新の知識を学ぶ

地域・団体に
できること ・悪質事案発生防止のために、自らができることを行う

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①商品やサービスの購入時に日頃からトラブル回避を心が
けている市民の割合

93.4%
（令和元年度） 95.2%

②安心で安定した消費生活を送ることができていると感じ
る市民の割合

83.3%
（令和元年度） 89.8%
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３-５．環境保全　

目指すまちの姿

現状と課題

○豊かな自然環境が保全されるとともに、地球にやさしい持続可能な社会がつくりだされて

います。

●椎の森自然環境保全緑地などの豊かな自然環境は本市の大きな強みであり、生態系維持のた
めにも確実に保全していく必要があります。

●市内各地域で、市民が主体となった環境保全活動や環境美化活動などが実施されています
が、活動を行っているメンバーの高齢化が進むなど、取組主体の固定化・減少が課題となって
います。

●自然災害の増加や生態系の破壊等をもたらす地球温暖化問題には、国や県においてそれぞれ
の立場で取り組んでおり、市においても対策の実施が求められます。

●本市では、市内測定局で大気汚染物質の常時監視や、河川や海域などでの水質調査、騒音・
振動などの測定も行っており、良好な環境を保全するため、引き続き関係法令に基づく取組
を行っていく必要があります。

【主担当部署】　環境管理課
【関連する個別計画】 環境基本計画
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施策の方向性

(1) 自然環境の保全と共⽣
・ボランティアや各種団体、事業所、学校等と連携しながら、自然環境の保全やまちの美化

を図ります。
・生態系や人の健康に被害を及ぼす恐れのある有害鳥獣や特定外来生物の防除を積極的に行

います。
・市民の環境保全への理解を深めるために、環境学習講座などを実施します。

【主な取組】 ○椎の森自然環境保全緑地の整備　　○保存樹木・樹林の保全
  ○清掃活動の実施　　○ポイ捨て対策の推進
  ○有害鳥獣・特定外来生物の防除　　○環境学習講座等の実施

(2) 地球温暖化対策の推進
・全世界的な課題である地球温暖化問題に対して、家庭における省エネルギー設備設置の支

援や市民への的確な情報提供を行うとともに、市民の意識を高めるための緑のカーテンづ
くりなどについて促進します。

【主な取組】 ○地球温暖化に関する情報発信等　　○省エネルギー設備等の導入促進
  ○住宅・事業所への再生可能エネルギー等の導入促進
  ○緑のカーテンづくりの促進

(3) 快適で安全に⽣活できる環境の維持
・大気汚染の常時監視や汚染物質の排出者に対する指導などを行うとともに、河川等におけ

る水質調査を行い、その改善に向けた対応を行います。
・騒音・振動について定期的に測定し、要請限度を超過する場合は関係機関に対策を要請

します。また、航空機騒音は、県などに対して、騒音の低減について要望します。
【主な取組】 ○大気汚染測定機器等の計画的な更新　　○各種法令など規制遵守の指導

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・「環境保全」と「省エネルギー」の意識を持つ
・再生可能エネルギー等の利用を促進する
・環境美化活動・環境保全活動に積極的に参加する

地域・団体に
できること

・省エネルギーや CO2 排出削減を心がける
・法令や環境基準を遵守し、公害発生を防止する
・市民が参加できる環境美化活動・環境保全活動の実施に努める

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①市内の大気・水質における各項目の環境基準達成率 84.2%
（平成３０年度） 89.5%

②まちがきれいだと感じている市民の割合 58.4%
（令和元年度） 60.0%

③省エネなど環境に配慮した行動に取り組んでいる市民
の割合

79.6%
（令和元年度） 86.0%



88 89

３-６．廃棄物・リサイクル　

目指すまちの姿

現状と課題

○ごみの減量化・資源化の促進や不法投棄の減少により、環境にやさしい循環型社会が形成

されています。

●平成 29 年度の本市の１人１日当たりのごみの総排出量は 927gで、減少傾向にありますが、
県全体平均（903ｇ）を上回っています。リサイクル率は 25.0％で県全体 22.3％より高い水
準にありますが、引き続きごみ減量化・再資源化に取り組んでいく必要があります。

●市内の廃棄物は袖ケ浦クリーンセンター等にて適正に処理を行っていますが、ごみ処理施設
の老朽化が進んでおり、施設の計画的な更新が必要です。

●広域廃棄物処理事業については、今後君津地域 4 市及び安房地域 2 市 1町により事業を進
めることから、適切な対応を行っていく必要があります。

●し尿処理施設も老朽化が進んでいます。また、生活排水の改善のため、単独処理浄化槽や汲
み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進していく必要があります。

●不法投棄対策として、パトロールや監視カメラの設置等の監視活動により、その抑制を図って
おり、引き続きパトロールを継続し廃棄物の適正処理について啓発していく必要があります。
また、市内における建設発生土や再生土による埋立てに対し、土壌や地下水等の汚染及び崩
落等の災害の発生を防止する必要があります。

【主担当部署】　廃棄物対策課、下水対策課
【関連する個別計画】 一般廃棄物処理基本計画
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施策の方向性

(1) ごみの減量化・再資源化の推進
・ごみ減量化に向けた取組を進めるとともに、長期的な視点からごみ収集制度全体のあり方

について総合的な見直しを行います。
・ごみの分別の徹底による再資源化を進め、資源循環型のまちを目指します。

【主な取組】 ○ごみ減量化への普及啓発　　○事業者へのごみ減量化への指導の徹底
  ○ごみ収集制度の総合的な見直し　　○ごみ資源化の普及啓発

(2) ごみ処理体制の整備
・袖ケ浦クリーンセンターの改修を計画的に進めることで、コスト削減と施設の長寿命化を図り

ます。
・令和 9 年度稼働予定となっている次期広域廃棄物処理施設については、共同で事業を進

める自治体と広域連携組織を設置し、取組を進めます。
【主な取組】 ○袖ケ浦クリーンセンターの計画的な改修　　
  ○広域施設設置に向けた取組の実施

(3) し尿処理の適正化
・単独処理浄化槽の使用者に対して、合併処理浄化槽への設置切り替えを促進するために啓

発活動及び設置費用の補助を行い、河川等の公共用水域の水質保全を図ります。
【主な取組】 ○し尿処理施設のあり方検討
  ○合併処理浄化槽切り替えへの啓発活動の実施 　
  ○合併処理浄化槽設置への補助の実施

(4) 廃棄物の不法投棄等の防⽌
・廃棄物の不法投棄と、土砂等の埋立てによる土壌汚染・災害発生を防止するため、監視活

動を行います。
【主な取組】 ○市及び不法投棄監視員によるパトロール活動の実施
  ○監視カメラ及び不法投棄防止看板の設置

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・家庭ごみの分別を徹底する
・ごみステーションを適正に管理する

地域・団体に
できること

・排出するごみの分別を徹底する
・ごみの排出抑制、再利用・再資源化の意識を醸成する取組を推進する

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①ごみ総排出量に対するリサイクルの割合 25.6%
（平成３０年度） 31.3%

② 1 人当たり１日のごみ総排出量 930ｇ
（平成３０年度） 850ｇ
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４-１．市街地形成　　

目指すまちの姿

現状と課題

○各拠点を中心に利便性が高く、効率的な土地利用が図られ、安全で安心して暮らせる良好な

市街地が形成されています。

●本市では、袖ケ浦駅、長浦駅、横田駅周辺の 3 つの地域を都市機能の集積を図る拠点とし
て位置付けており、中でも袖ケ浦駅周辺では、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業によって、
新たな住宅や商業施設の集積が進んでいます。

●市街化区域縁辺部における市街化調整区域では、開発による住宅供給が増えていますが、
過度に進行した場合、市街化区域の空洞化が進み将来的な行政負担が懸念されることから、
秩序ある土地利用が求められています。

●道路や排水などのインフラが十分に整備されていない既存の市街地については、良好な市街
地環境の形成を図っていく必要があります。また、更なる地域の活性化に向けて、利便性の高
い地域における土地の利活用などが求められています。

●本市では、袖ケ浦駅海側地区の景観形成推進地区への指定や、景観まちづくり推進団体及び
違反広告物除却活動推進団体の認定等により、市民と協働で景観まちづくりを推進しています。
美しい景観資源を守り、活かすことで、市民が愛着や誇りを持てるまちづくりを進めることが
重要です。

【主担当部署】　都市整備課
【関連する個別計画】 都市計画マスタープラン、景観計画
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施策の方向性

(1) 計画的なまちづくりの推進
・都市計画マスタープランに基づいて、自然環境と調和した秩序あるまちづくりを計画的に

推進します。
・災害復旧の迅速化や境界線をめぐるトラブルの未然防止などを目的とした地籍調査を推進

します。
【主な取組】 ○都市計画マスタープランに基づく土地利用の促進
  ○市街化調整区域における地区計画ガイドラインの策定・周知　　
  ○地籍調査の実施

(2) 市街地整備の促進
・地区計画制度の活用等による市街地の整備を促進します。
・市街化区域の生活環境を改善するため、狭あい道路の拡幅整備について制度の見直しを

行い、市民への周知・啓発を図ります。
【主な取組】 ○地区計画制度の有効な活用　　○みちづくり計画要綱の見直し、周知・啓発
  ○市街地における狭あい道路の拡幅整備

(3) 良好な景観形成
・景観計画及び景観条例に基づく規制誘導や、景観を形成する上で重要な樹木等のシンボル

化、良好な景観形成のための活動を行う団体の支援等を通して、市内の景観資源の保全・
創出に取り組みます。

・良好な景観形成に向けた市民の意識の高揚を図るために、啓発活動を行います。
【主な取組】 ○景観計画や景観条例に基づく規制誘導　　
  ○景観重要樹木・景観重要建造物等の指定
  ○景観まちづくり推進団体の活動支援　　○景観まちづくり賞による表彰

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること ・土地利用や道路、身近な景観に関心を持つ

地域・団体に
できること

・住民主体でまちづくりのルール（地区計画）の策定を検討する
・地域住民とともにまちづくりを行う

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①都市的未利用地率 8.6%
（平成２８年度） 8.3%

②住環境が快適であると思う市民の割合 52.7%
（令和元年度） 61.0%

③良好なまち並みや景観が形成されていると思う市民の割合 54.8%
（令和元年度） 61.0%
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４-２．公園・緑地　

目指すまちの姿

現状と課題

○公園や緑地が適正に管理され、憩いや交流の場として活用されています。

●平成 30 年度末における本市の市民一人当たりの都市公園面積は12.50㎡（県内 4 位）で、
千葉県平均の 6.99㎡を大きく上回っています。市内には、市内外の住民に利用されている
袖ケ浦公園や百目木公園、地域住民の憩いの場として利用される公園、豊かな自然と触れ
合える椎の森自然環境保全緑地など、様々な公園・緑地が整備されています。

●市内の多くの都市公園は、供用開始から長期間経過し、遊具等の老朽化が顕著となっており、
安全性や快適性を確保するための計画的な対応が求められます。また、すべての人が公園を
快適に利用できるよう、バリアフリー化を進める必要があります。

●公園・緑地は、市民同士や、市外住民との交流機会を創出する大きなポテンシャルを有しており、
地域活動やスポーツ、生涯学習、観光資源、防災避難地など、多様な機能を発揮する場として
活用することが重要です。

【主担当部署】　都市整備課
 関連する個別計画】 －
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施策の方向性

(1) 公園・緑地の適正管理

・公園が有する様々な機能を十分に発揮できるよう、老朽化した施設の補修・更新やバリアフ

リー化など必要な維持管理を行います。

・公園施設の整備・改修等をより効果的に行うため、民間事業者の参入可能性について検討

します。
【主な取組】 ○公園内老朽施設の補修及び更新　　○公園内バリアフリー化の推進

  ○袖ケ浦駅海側地区近隣公園の整備

  ○多様な手法を用いた公園整備の検討

(2) 公園・緑地を活⽤した交流機会の創出

・袖ケ浦公園、百目木公園、椎の森自然環境保全緑地など、公園・緑地での地域住民の交流促進、

交流人口の増加を図るため、公園・緑地を活用したイベントの支援や情報発信等を行います。
【主な取組】 ○袖ケ浦公園まつり・百目木公園まつりの企画内容の充実とＰＲ活動

  ○椎の森での自然観察会の実施

  ○民間団体や企業等による公園を活用したイベントの支援

  ○花菖蒲など季節の花を活用したイベントの開催

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・公園を利用し、不具合を早期に発見し管理者に伝える
・公園・緑地の美化・保全活動に積極的に参加する
・公園・緑地を活用したイベントに参加する

地域・団体に
できること

・公園・緑地の自主的な維持管理・美化活動や自然保護活動への取組に協力
する

・公園・緑地を活用したイベントを提案・実施する

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①市内の公園がきちんと管理されていると思う市民の割合 62.9%
（令和元年度） 66.0%

②公園のバリアフリー化率 58.6%
（平成３０年度） 64.6%
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４-３．道路　

目指すまちの姿

現状と課題

○都市計画道路などの幹線道路及び生活道路の整備と維持管理が適切に行われ、すべての利用

者が安全・安心で快適に利用できる道路環境が整っています。

●都市計画道路については、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業区域内や周辺の道路整備が
進められてきましたが、更なる利便性向上のため、整備予定路線・未整備路線の整備推進を図っ
ていく必要があります。

●新たに整備する市道についても、安全確保やバリアフリー化など、更なる安全性と利便性の向
上に向けた整備を進めていく必要があります。

●本市は、館山自動車道や東京湾アクアライン、首都圏中央連絡自動車道等の道路網により、
県内外と良好なアクセス性を有しており、（仮称）かずさインターチェンジや東京湾岸道路など
の整備促進等による一層の利便性向上と地域活性化が期待されています。

●市が管理する道路施設について、計画的に点検や維持管理を行い、施設の長寿命化を図る必
要があります。また、通学路や生活道路での交通事故、交差点での歩行者事故等を防止する
ために、危険個所の点検と安全対策を実施していく必要があります。

【主担当部署】　土木建設課、土木管理課
【関連する個別計画】 道路網整備計画
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施策の方向性

(1) 都市計画道路の整備
・高須箕和田線の南袖延伸区間、袖ケ浦駅海側地区と木更津市金田地区を結ぶ西内河根場

線などの整備を促進し、交通渋滞の緩和や、市内における円滑な交通機能の確保を図ります。
【主な取組】　○高須箕和田線の整備（南袖延伸）　　○西内河根場線の整備

(2) 市道の整備
・地域住民の利便性の向上と安全性の確保を目的として、道路改良工事や交通安全対策、

バリアフリー化を図ります。
【主な取組】　○三箇横田線の整備　　○飯富 29 号線・代宿横田線の整備

(3) 広域幹線道路等の整備促進
・県道君津平川線と接続し、地域の活性化が期待される首都圏中央連絡自動車道（仮称）か

ずさインターチェンジの早期整備や誰もが安心して利用できる道路環境の向上に向けた国
県道の歩道整備を関係機関に要望します。

・東京湾岸地域とのアクセス性向上などが図られる東京湾岸道路の建設に向けた要望活動を
行います。

【主な取組】　○各種要望活動の実施

(4) 道路施設の適正管理
・橋梁や道路等の適切な点検とそれに基づく修繕・耐震補強工事を行い、道路施設の長寿

命化とライフサイクルコストの軽減を図ります。
・生活道路対策エリア等の指定を受けた地域について、警察等と協議しながら道路の安全

対策を実施します。また、交差点での歩行者事故に対応するため、安全対策を講じます。
・市民参加による道路の美化活動を行う道路アダプトプログラムの推進を図ります。

【主な取組】 ○道路・橋梁の定期点検・補修、耐震補強工事の実施
  ○道路美化活動の実施（アダプトプログラム）
  ○道路アダプトプログラム制度の周知・ＰＲ　　○通学・下校時間等の見守り活動
  ○危険個所の点検・安全対策（歩道整備・安全柵設置等）の実施

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・道路の美化活動に積極的に参加する
・道路の不具合を早期に発見し、管理者に伝える
・通学・下校時間等の見守り活動を行う

地域・団体に
できること

・道路の不具合を早期に発見し、管理者に伝える
・すべての人が円滑に道路を利用できるよう敷地の出入り口や敷地内の工作

物、草木等の適正な管理に努める

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①道路環境が整っていると感じる市民の割合 55.4%
（令和元年度） 67.0%

②都市計画道路の整備率 84.9%
（令和元年度） 86.7%
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４- ４．河川　　

目指すまちの姿

現状と課題

○河川・雨水排水施設等が適正に維持管理され、機能や安全性が保たれています。

●本市では、大月川、境川、蔵波川など、地域住民の生活に根差した準用河川及び普通河川の
維持管理を行っています。堤防などの市内の河川管理施設は経年による老朽化が進んでおり、
定期的な点検や計画的な修繕等による長寿命化を図っていく必要があります。

●近年では局地的豪雨が多発しており、雨水排水施設の適正な維持管理が求められていますが、
市内には老朽化が顕著な施設も多く、定期的な点検や計画的な修繕等による施設の長寿命化
を図っていく必要があります。

●市が維持管理を行っている護岸施設は津波や高潮の被害から市民を守る重要な施設として、
定期的な点検と計画的な維持管理を行い、長寿命化を図っていく必要があります。

【主担当部署】　土木管理課、下水対策課
【関連する個別計画】 －
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施策の方向性

(1) 河川施設の適正管理

・市内の河川管理施設について、定期的な点検や計画的な修繕等によりその機能の確保に努め

ます。

・河川の氾濫等による災害を防止するとともに、長寿命化によるトータルコストの縮減と修

繕費の平準化を図ります。
【主な取組】　○河川管理施設等の維持補修　　○河川改修の検討

(2) 雨⽔排⽔施設の適正管理

・雨水管の計画的な点検と修繕により、適切な排水機能を維持するとともに、長寿命化による

トータルコスト削減を図ります。

・奈良輪地区にある雨水ポンプ場の適正な維持管理を行い、周辺の浸水被害を防止します。
【主な取組】　○市内雨水管の点検・補修　　○奈良輪雨水ポンプ場の維持管理

(3) 海岸・護岸施設の適正管理

・本市が管理する海岸・護岸施設について、適正な維持管理を行うことで、津波や高潮等に

よる災害を防止します。
【主な取組】　○海岸・護岸施設の維持補修　　○護岸改修工事の検討

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・河川の状況や雨水排水施設の不具合及び異常を早期に発見し、管理者に伝
える

地域・団体に
できること

・市民参加による河川周辺の美化活動を行う
・護岸の適切な維持管理を行う
・河川の状況や雨水排水施設の不具合及び異常を早期に発見し、管理者に伝

える

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①河川や雨水排水施設が整備され、安心して暮らしている
と感じる市民の割合

62.2%
（令和元年度） 65.0%
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４-５．下水道　　

目指すまちの姿

現状と課題

○生活排水による環境負荷の軽減や公衆衛生の向上が図られ、公共用水域の良好な水質が確保

されています。

●下水道は、公衆衛生の向上や河川の水質改善など、快適な生活や環境の保全に不可欠なライ
フラインです。本市の下水道事業は、昭和 49 年度より建設を開始し、平成 30 年度において、
事業認可区域 1,063ha のうち 1,042haで供用を開始しており、供用区域における下水道普
及率は 68.5％となっています。

●公共下水道については、計画的かつ効率的な維持管理を行うとともに、災害発生時に備え、
地震対策等の機能強化を図っていく必要があります。また、農業集落排水については、水洗
化率向上を図るとともに、適切な維持管理を行う必要があります。

●下水道事業の健全化・安定化を図るため、公営企業会計を適用し、更なる経営健全化を図っ
ていくことが求められます。

【主担当部署】　下水対策課
【関連する個別計画】 汚水適正処理構想、下水道事業経営戦略
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施策の方向性

(1) 下⽔道施設の適正管理

・公共下水道のストックマネジメント計画に基づき、汚水処理施設の点検調査、劣化状況を踏

まえた改築更新、適正な維持管理業務を行い、既存ストックの長寿命化と維持管理コスト

の平準化を図ります。

・農業集落排水についても、ストックマネジメント計画を策定し、長寿命化と維持管理コス

トの平準化を図ります。

・大規模な地震発生時に備え、下水道管の耐震化、マンホールトイレ等の整備を推進します。
【主な取組】 ○下水道施設の点検調査　　○マンホール蓋交換工事の実施

  ○終末処理場、東部浄化センター、中継ポンプ機場等の適正な維持管理の実施

  ○下水道管耐震化工事の実施　　○マンホールトイレの整備

(2) 下⽔道事業の経営基盤の強化

・下水道事業について、経営状況の的確な分析と対策の実施、外部への情報開示等を確実

に行っていくことにより、公営企業会計のもとで安定的に事業を継続していくよう努めます。

・下水道事業の更なる健全な運営に向けた取組を進めます。
【主な取組】 ○戦略的な経営計画の立案と経営状況の的確な分析　　○経営情報の開示

  ○料金の見直しの検討

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・下水道にゴミや油を流さないようにする
・下水道事業の経営に関心をもち、理解を深める

地域・団体に
できること ・下水道事業への関心をもち、理解を深める

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①汚水が適切に処理されていると感じる市民の割合 76.9%
（令和元年度） 77.5%

②東京湾流域別総合計画に基づく放流水質の達成率 100%
（令和元年度） 100%
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４-６．住宅　　

目指すまちの姿

現状と課題

○市民が安全・安心して暮らすことのできる住環境が整備され、空家の適切な管理と有効活用が

進んでいます。

●本市では、木造住宅について、相談会の開催や耐震化補助により耐震化率の向上を図ってき
たところであり、家屋の倒壊などによる被害の発生・拡大を防止するため、引き続き耐震化の
促進を図っていく必要があります。また、誰もが安心して暮らせる住環境を確保していくため、
高齢者等へのリフォームの支援を行っていく必要があります。

●市内には、飯富団地、上蔵波団地、神納谷団地の 3 か所の市営住宅がありますが、建築から
年数が経過し、老朽化が進行しています。また、高齢化の進展とともに単身高齢者等の住宅
困窮者が増加することが懸念されることから、引き続き市営住宅の適切な維持管理を行って
いくほか、公営住宅等の情報を提供する必要があります。

●将来的な人口減少と更なる少子高齢化により、管理の不適切な空家が増加した場合、周辺の
住環境が悪化する恐れがあることから、増加する空家を利活用する視点も含め、適切に対応し
ていくことが重要となっています。

【主担当部署】　都市整備課
【関連する個別計画】 耐震改修促進計画、市営住宅長寿命化計画、空家等対策計画
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施策の方向性

(1) 良質な住環境の確保

・市内の木造住宅の耐震化を促進するため、耐震化に向けた市民の意識向上や、個人の住宅

における耐震対策の具現化に向けての支援を行います。

・高齢者等の生活環境を整えるための住宅改修に対し支援します。
【主な取組】 ○無料耐震相談会の実施　　○耐震診断・耐震改修に対する助成

  ○高齢者等住宅整備資金貸付制度の運用

(2) 住宅セーフティネットの形成

・市営住宅へのニーズに対応するために適切な維持管理、老朽化対策を計画的に行い、長寿

命化を図ります。また、老朽化や入居状況などを考慮しながら、集約化についての検討を

行います。
【主な取組】 ○各市営住宅の改修工事等の実施　　○集約化等の検討

  ○県営住宅等公営住宅の情報提供　

(3) 空家対策の推進

・著しく管理が不適切な空家については、改修や除却、活用等に関する助言・指導等を行い、

所有者に適切な管理を求めていきます。

・空家のデータベース化を進め、他用途への転換が可能な空家については、利活用を促進

します。

・空家バンク利用の活性化を図るための制度の検討を行います。
【主な取組】 ○空家所有者への助言・指導・勧告の実施　　○空家の利活用の促進

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・木造住宅の耐震化を行い地震による被害を未然に防ぐ
・空家等の所有者等は、自らの責任において空家等の適切な管理を行う
・隣近所の空家状況を確認し、問題ある空家があれば市に連絡する

地域・団体に
できること

・住民同士で地震災害に備えるための情報を共有する
・空家バンクを活用し、空家の有効活用に努める

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①市内住宅の耐震化率 87.7%
（平成３０年度） 90.0%

②適切に管理されている市内の空家率 68.0%
（令和元年度） 68.0%
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４-７．公共交通　

目指すまちの姿

現状と課題

○市民が安心して暮らしていける日常の移動手段が確保されるとともに、広域的な都市間移動手

段も充実し、利便性の高い交通網が形成されています。

●本市は、都市間の移動手段としてＪＲ内房線及び久留里線のほか、アクアライン高速バスによ
り、市外とのアクセス面において高い利便性を有しており、8 路線の高速バスが発着している
袖ケ浦バスターミナルは、本市の主要交通拠点となっています。今後も引き続き、鉄道や高速
バスによる利便性向上を図っていくことが求められます。

●路線バスは 8 路線運行されていますが、利用者数が減少傾向にあり、一部路線では市が補助
金を交付することにより運行を維持している状況にあるため、引き続き公共交通の維持対策
や利用促進策について取り組んでいく必要があります。

●更なる高齢化の進展に伴い、交通弱者が増加することが見込まれることから、日常生活にお
ける移動手段を持たない市民の足を確保するため、多様な移動手段の確保を図っていく必要が
あります。

【主担当部署】　企画課
【関連する個別計画】 －
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施策の方向性

(1) 都市間交通の利便性確保

・都心とつながる高速バスの路線延伸や増便などについて、事業者に対する要望活動を継続

的に行います。

・高速バスの利用促進に向けたＰＲ活動を積極的に実施します。

・ＪＲ内房線、久留里線の利便性向上に向けた要望活動を継続的に行います。
【主な取組】 ○高速バス事業者への要望活動の実施　　○高速バス利用促進のＰＲ

  ○鉄道事業者への要望活動の実施

(2) 市内における移動⼿段確保

・市内での市民の移動手段として必要な路線バスの運行を維持するため、バス事業者への

支援を継続するとともに、地域の実情に応じた運行形態・路線の見直しについて、バス事業

者と検討します。

・路線バスを維持するため、利用促進に向けたＰＲ活動を行います。

・日常生活の移動手段を確保するため、路線バスを補完する地域内の取組を支援すると

ともに、新たな移動支援策について検討します。
【主な取組】 ○路線バス事業者への助成

  ○今後のバス運行に関するバス事業者との協議の実施

  ○路線バス利用促進のＰＲ　　○路線バスを補完する取組への支援

  ○新たな移動支援策の検討

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること ・公共交通機関を積極的に利用する

地域・団体に
できること

・日常生活の移動手段を地域内で支えるという意識を醸成する
・交通サービスの維持や利用者ニーズに応じた運行の確保・改善に努める

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①鉄道交通に満足する市民の割合 54.4%
（令和元年度） 61.0%

②高速バス交通に満足する市民の割合 69.9%
（令和元年度） 77.0%

③路線バス交通に満足する市民の割合 28.8%
（令和元年度） 32.0%



104 105

５-１．農林業　

目指すまちの姿

現状と課題

○農林業基盤整備や担い手の育成、農地集積などが進み、優良農地の保全や効果的な利用が

図られ、魅力ある農畜産物が生産されています。

●本市の平成 30 年の農業産出額は、80.9 億円（県内19 位）で、恵まれた自然環境と大消費
地に近いという立地性を活かし、野菜（20.0 億円）、米（14.4 億円）などの耕種品目、鶏卵（17.7
億円）、肉用牛（8.6 億円）、生乳（9.2 億円）などの畜産品目が盛んに生産されています。

●農家の高齢化による担い手の不足や農業施設の保全管理の負担増など、農業を取り巻く環境
は厳しさを増しており、平成 27 年の農業経営体数は 871経営体（平成 7 年比 44.9％減）、
経営耕地面積は1,654ha（同 22.0％減）と大きく減少し、耕作放棄地は拡大しています。

●豊かな地域資源を活かした農業ビジネスを展開し、収益性の高い農業経営を行う担い手の確保・
育成に努めるほか、生産性の高い農業基盤を確立するため、土地改良事業の推進が必要です。

●鳥獣類の生息域の拡大、耕作放棄地の増加などを背景として、本市でも近年イノシシ、アライ
グマ等の有害鳥獣による農作物の被害が拡大しており、対策が求められています。

●付加価値を持った農畜産物づくりや、６次産業化への取組などを支援することで、農家の収
益力を向上させ、稼げる農業への転換を図っていく必要があります。

●市民が農業を身近に感じる機会を増やして農業に対する理解を深めるとともに、首都圏から
の交通アクセスに恵まれた環境を活用し、収穫体験などを通じて、農業経営の強化だけでなく、
交流人口の増加につなげていくことも重要です。

●林業については、木材等の生産や生物多様性の保全など森林の有する諸機能を今後も十分発
揮していくため、適切な森林管理を行うことが求められています。

【主担当部署】　農林振興課
【関連する個別計画】 産業振興ビジョン
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施策の方向性

(1) 農業経営体制の強化
・認定農業者制度の活用、農地中間管理事業を活用した農業事業者の大規模化・法人化、

集落営農組織の設立促進等を通して、自立できる農業経営体の育成を図ります。
・新たに就農を目指す人が今後の本市の農業の担い手として活動していけるよう、相談体制

を整備し、情報提供に努めるとともに、農地を取得しやすい環境を整え新規就農者等の受
入れを促進し、農地の有効利用を図ります。

・生産性向上に向けて、ＩＣＴや農機具の自動運転等の先端技術の導入などスマート化を検
討する農家を支援します。

・各地域における農業の将来のあり方を明確にする「人・農地プラン」の作成を支援します。
・土地改良事業を推進し、担い手への集積と生産性の向上を図ります。

【主な取組】 ○認定農業者の認定・更新

  ○農地中間管理事業を活用した農地利用集積の促進

  ○新規就農希望者向け就農相談・情報提供の実施　　

  ○新規就農者向け補助金による支援　　○「人・農地プラン」の周知と作成支援

  ○土地改良事業の推進

(2) 農地環境対策の推進
・地域で行う農地の維持管理や景観形成等の活動に対する支援を行い、農地環境の保全を

図ります。
・有害鳥獣の駆除や防護柵の設置、ＩＣＴの活用等により、農作物被害の軽減に取り組みます。

【主な取組】 ○農地環境保全や景観形成に関する活動への支援

  ○有害鳥獣の駆除・捕獲の推進　　○防護柵設置に関する助成
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市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・農業の持つ多様な価値、地域農業継続の必要性・重要性を理解する
・地産地消の取組に協力する
・森林の適切な維持管理を行う

地域・団体に
できること

・農家の生産力向上、販路拡大、６次産業化・ブランド化による収益力向上
を支援する

・本市の農業や農産物の市内外への情報発信を支援するとともに、農業者と
市民を結び付ける橋渡しを行う

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①認定農業者数 159 人
（平成３０年度） 171 人

②農業産出額 80.9 億円
（平成３０年） 92.3 億円

(3) ⾼付加価値農業の推進
・環境にやさしい「ちばエコ農産物」など付加価値の高い農畜産物については、生産の支援や、

積極的なＰＲを行います。また、産品の生産拡大に向けて、生産者の技術研修への参加等
を促進します。

・農畜産物の加工・販売までを一体的に行う６次産業化への取組や異業種との連携を支援し、
高付加価値化と販路拡大を図ります。

【主な取組】 ○「ちばエコ農産物」の普及拡大と消費者へのＰＲ

  ○生産者の技術研修への参加・試験栽培実施等の促進

  ○６次産業化の支援と制度の周知　　○飲食店等への地元食材活用のＰＲ

(4) 農業とふれあう機会の拡大
・栽培体験や収穫体験など市民が農業とふれあう機会を充実させるとともに、農畜産物直

売所「ゆりの里」を拠点とした地産地消と、食育活動の推進に取り組みます。
・交通アクセスに恵まれた環境を活用し、本市の農業とふれあう機会を拡大することで、交流

人口の増加に努めます。
【主な取組】 ○栽培・収穫体験機会の拡充　　○体験農園の整備と市民へのＰＲ

　 ○「ゆりの里」での地元農産物の販売促進

  ○ひらおかの里農村公園の利活用に向けた検討の推進

(5) 森林管理の適正化と林業の振興
・管理が十分に行われていない森林については、市が委託を受け管理を行うなど森林管理の

適正化と林業経営の効率化に努めます。
【主な取組】 ○森林経営・管理に関する意向調査の実施

  ○森林経営事業の実施・再委託の実施
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農畜産物直売所「ゆりの里」
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５-２．商工業　

目指すまちの姿

現状と課題

○市内商業者のネットワークが広がり、にぎわいと交流が創出されるとともに、エネルギー産業

や製造業など様々な企業が地域に根差し、魅力と活力のあるまちとなっています。

●本市の商業は、千葉商圏と木更津商圏に挟まれ、独自の商圏を確立しづらい状況にありますが、
袖ケ浦駅や長浦駅周辺には、飲食店やサービス業の個店が立地し、地域のにぎわいを創出し
ています。しかし、地元商業者は売上が減少傾向にあり、個店の魅力向上や地元商店街の活
性化が重要となっています。

●本市の臨海部には、石油化学コンビナートを中心とする製造業が立地しており、雇用や税収
面に大きく貢献しています。内陸部では袖ケ浦椎の森工業団地の 2 期地区の整備が完了し、
新たな企業が立地しています。グローバル競争の激化や国内マーケットの縮小などを背景に、
全国で生産拠点の規模縮小や撤退の事例も見られることから、立地企業の競争力を高める支
援を行い拠点としての魅力を高めるとともに、新たな企業の立地を促進する必要があります。

●中小企業は、大企業との競争、人材不足、経営者の高齢化、後継者不足など厳しい経営環境
に直面しているため、本市では、様々な制度により経営のサポートを行っており、今後も中小
企業のニーズを的確に把握し、対策を講じる必要があります。

【主担当部署】　商工観光課
【関連する個別計画】 産業振興ビジョン
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施策の方向性

(1) 活⼒ある商業の推進
・商店街の環境整備やイベント等の活動を支援することにより、商店街の魅力向上を図ります。
・商工会を中心に、市内の商業者のネットワークを広げ、にぎわいと交流の創出に取り組

みます。
【主な取組】 ○商工会活動の支援　　○商店街が行う市民交流活動への支援

(2) ⼒強い工業の推進
・事業所の新規立地や大規模設備投資を推進するとともに、企業が保有する未利用地等の

利活用調査等を行い、新たな企業立地を促進します。
・立地企業の競争力を強化するために、県及び近隣市と連携しながら、規制緩和等について

要望活動を行います。
【主な取組】 ○新規立地奨励金の交付　　○大規模設備投資奨励金の交付

  ○産業用地利活用に関する調査の実施

(3) 中小企業の支援
・中小企業の経営基盤の安定化を図るため、融資や利子補給制度による資金面での支援、

会社見学会や企業説明会等による人材確保面での支援などを行います。
・中小企業が有する多様な課題に適切に対処するため、経営に関する相談体制を充実し、

ニーズに応じたきめ細かな対応を行います。特に中小企業経営者の高齢化が進む中、事業
承継が円滑に進むよう支援します。

・市内での創業を促進するために、創業に関する知識を習得する機会の提供、ワンストップ
相談窓口の設置等の支援を行います。

【主な取組】 ○融資及び利子補給制度の運用　　○企業説明会の開催

  ○中小企業向け相談窓口の開設・運用　　○事業承継対策の推進

  ○創業支援の実施

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・市内商店で積極的に購買する
・イベントに積極的に参加する

地域・団体に
できること

・連携して市内の需要喚起に努める
・各事業者がそれぞれの魅力向上に努める

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①商工会加入率 52.5%
（平成３０年度） 55.5%

②市内における起業・創業件数（年間） 8 件
（平成３０年度） 10 件
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５-３．観光　

目指すまちの姿

現状と課題

○地域資源の活用により、観光地としての魅力が向上し、多くの人が集まりにぎわいが創出されて

います。

●本市には、高い知名度と集客力を持つレジャー施設をはじめ、田園や里山の美しい景観、地元
農産物の直売所や観光農園など、多様な観光資源があります。こうした観光資源の魅力と、
都心からの交通アクセス性の向上、積極的なＰＲ活動等を背景に、本市の平成 30 年の観光
入込客数は177 万人（平成 19 年比約1.6 倍）と、大きく増加しています。

●観光客の増加を地元での消費につなげるため、観光客の市内回遊性を高める必要があります。
そのためには、本市だけでなく、近隣市を含め観光に関連する幅広い主体が連携し、回遊ルート
の創出や移動手段の確保等に取り組む必要があります。

●観光地としての魅力を向上させるため、地域資源を活かした新たな特産品の開発や観光メニュー
拡大に取り組む必要があります。

●首都圏を中心とする国内観光客や、訪日外国人観光客の取込みに向け、より効果的なＰＲ手
法を検討し、実施していく必要があります。

【主担当部署】　商工観光課
【関連する個別計画】 産業振興ビジョン
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施策の方向性

(1) 観光振興に向けた体制づくり

・観光資源を活用し、観光地としての魅力を高めるために、袖ケ浦市観光協会の活動を支援

します。
【主な取組】　○観光協会の活動支援

(2) 観光地としての魅⼒づくり

・観光地としての魅力を高めるため、観光客の市内での回遊性を高めるための取組を推進し、

滞在時間の長期化を図ります。

・市内の観光スポットを巡る回遊コースや、近隣市と連携した広域的な観光回遊コースのメ

ニューづくりに取り組みます。

・市内の自然環境等を活かした新たな観光地づくりを推進します。また、民間と連携して取

り組む観点から、地域資源を活用した商品やメニューの開発を行う事業者等を支援します。
【主な取組】 ○市内の観光施設を回遊するための移動手段の検討

  ○多様な観光回遊コースの創設・検討

(3) 観光情報の発信・充実

・ホームページや SNS、紙媒体の観光ガイドマップのほか、新たな交流拠点である「FARM　

COURT　袖ケ浦」の活用など、多様な手法を介して市内の観光スポットや特産品に関す

る情報を発信します。

・外国人観光客に向けた情報発信を行います。
【主な取組】 ○ガイドマップ等による情報発信　　○集客施設等を活用した観光ＰＲ

  ○ホームページ・パンフレット等の多言語化

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること ・本市の魅力を発掘し、市内外に発信する

地域・団体に
できること

・地域一帯となって本市の魅力の発掘・ブラッシュアップ・発信に取り組む
・特産品など観光資源の創出と魅力向上に取り組む

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①年間観光入込客数 177 万人
（平成３０年） 185 万人

②本市が観光客や市外からの来訪者でにぎわっていると感
じる市民の割合

19.1%
（令和元年度） 23.5%
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５- ４．雇用・就業　　

目指すまちの姿

現状と課題

○市内の事業所において必要な雇用が確保され、また、意欲を持つすべての人がいきいきと働く

ことのできる就業機会と就労環境が整っています。

●景気の回復や社会構造の変化に伴い、建設業界や保育、介護、外食産業など、様々な分野で
人手不足が全国的な課題となっています。市内の企業や事業所においても人材確保が難しく
なっており、雇用機会の拡充に向けた事業者支援が求められています。

●就労支援においては、多様な人材の社会進出を促すため、地元での就職を希望する若者を
はじめ、子育て中の女性、高齢者、障がい者など様々な人材の雇用・就労ニーズのマッチング
に取り組む必要があります。

●国では、働く人がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できるようにする「働き方改革」
を推進しています。本市においても、ワーク・ライフ・バランスの実現や子育て・介護を契機と
した離職の防止など、就業者が安心して働くことができる労働環境づくりを促進することが求
められます。

【主担当部署】　商工観光課
【関連する個別計画】 －

（注）木更津ハローワーク管轄地域
　　  木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市
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施策の方向性

(1) 雇⽤の促進

・市内事業者の雇用機会を確保するため、合同就職説明会や合同会社見学会など、就職希

望者と市内事業者とのマッチングの場を提供します。
【主な取組】 ○新卒者・一般向けの合同就職説明会の開催、合同会社見学会の開催

  ○民間企業が開催する就職面接会の開催支援　　〇外国人雇用に関する情報提供

(2) 就業機会の拡大

・ハローワーク、ジョブカフェ等の関係機関と連携し、若者や子育て中の女性、高齢者など、

多様な世代の方が希望する形で就労を実現できるよう支援します。
【主な取組】 ○女性や各世代に応じた就労支援セミナー、就業相談の実施

  ○市政情報室、図書館における求人情報の提供

(3) 就労環境の向上

・関係機関と連携し、労働時間の短縮や仕事と子育てを両立できる環境づくり等、市内事業

所におけるワーク・ライフ・バランスの実現と労働環境の改善に向けた啓発活動を推進します。
【主な取組】 ○職場環境改善に向けた関係機関等との連携強化

  ○労働法令、ワーク・ライフ・バランスに関する周知活動の推進

  〇中小企業退職金の掛金に対する助成

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・地元企業への就職を検討する
・働き方の見直しなど、労働者としての意識改革を行う

地域・団体に
できること

・性別や年齢、障がいの有無などに関係なく、地域の多様な人材を積極的に
雇用する

・従業員の教育・能力開発を行う
・働き方改革や、誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組む

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①就労マッチングによる就職者数（年間） 2 人
（令和元年度） 10 人

②市内の職場が働きやすい（働きやすそう）と感じる市民
の割合

47.1%
（令和元年度） 48.9%
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６-１．市民活動　　

目指すまちの姿

現状と課題

○市民が主体的に地域コミュニティ活動に参加することで住民同士がつながり、また地域の多様

な団体が互いに連携しながら、地域活動が活発に行われています。

●近年では、単身世帯の増加等に伴う自治会加入率の低下、市民活動団体における構成員の
高齢化や固定化の進行などの課題が生じています。地域コミュニティ活動の活性化のために、
潜在的にまちづくり活動に関心を持つ市民が、実際の活動に参加するためのきっかけづくりを
行っていくとともに、自治会への加入促進、各種団体の活動の支援、ネットワーク化の促進と
いった取組を進めていくことが求められています。

●防災活動や防犯パトロール活動、清掃活動、地域福祉活動など、市内では自治会や市民活動
団体によるコミュニティ活動が数多く展開されています。これらの活動は、地域での課題解決
に重要な役割を果たしており、今後も継続的な取組が重要となります。

●「袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例」を制定し、行政と民間が対等な立場で相互に
補完し合いながら地域の課題の解決を図っていく取組を推進しており、今後も協働のまちづく
りを進めていく必要があります。

【主担当部署】　市民活動支援課
【関連する個別計画】 協働のまちづくり推進計画
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施策の方向性

(1) 市民のまちづくり活動への参加促進
・まちづくり活動への市民の参加意識を醸成するため、まちづくり活動に関する市民の関心

を高めるとともに、参加のきっかけづくりとなる機会を創出します。
【主な取組】 ○市民活動団体の活動内容に関する情報発信
  ○まちづくり体験講座、まちづくり人材育成講座の開催
  ○人材活用制度の創設・運用

(2) 地域活動の活性化
・自治会や市民活動団体による活動が活発に行われるよう支援するとともに、地域まちづく

り協議会の設立と運営を支援します。
・個別に活動を行っている市民活動団体が連携することで、より効果的な活動が展開できる

よう、団体間のネットワークの構築を推進します。
【主な取組】 ○自治会運営の支援　　○自治会への加入促進　　○市民活動団体への支援
  ○地域まちづくり協議会の設立支援・運営支援
  ○団体間のネットワーク構築支援

(3) 市民等と⾏政との協働の推進
・協働の推進に当たり、協働相談窓口の設置・運営や事例発表会の開催等を行います。また、

協働に関する理解の推進や必要な知識の習得等により、協働に取り組むことができる人材を
育成します。

・市民等と市が連携しながら、地域が抱える課題の解決を図る協働事業提案制度を推進し
ます。

【主な取組】 ○協働相談窓口の設置・運営　　○協働まちづくり事例集の作成、事例発表会の開催
  ○協働事業提案制度の実施　　○協働で取り組める事業の抽出と民間への働きかけ

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・自分が住んでいる地域への関心を持つ
・自治会に加入し、地域コミュニティ活動に参加する
・市の取組に関心を持ち、自らができることに取り組む

地域・団体に
できること

・自治会会員数の確保と自治会活動を進める
・他の団体組織との連携を図り、より充実した活動を展開していく
・協働でできる事業を考え、行政に提案する

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①自治会加入率 62.8％
（令和元年度） 66.0%

②まちづくりに関心のある市民の割合 66.7%
（令和元年度） 72.0%

③地域活動に参加している（したことがある）市民の割合 51.9%
（令和元年度） 64.0%

④協働による事業の実施件数（累計） 17 件
（令和元年度） 28 件
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６-２．人権・男女共同参画　　　

目指すまちの姿

現状と課題

○性別、障がい、国籍等の多様性への理解が深まり、すべての市民がお互いの人権を尊重し合い

ながら共生できる社会、自分らしい生き方を選択できる社会に向けた意識づくりが進んでいます。

●近年、障がい者、外国人、ＬＧＢＴ等の人々に対して、互いを認め合い人権を尊重する共生社
会に向けた意識づくりへの取組が進められています。

●本市では、幅広い年齢層を対象とした様々な啓発活動を通じて、人権意識の醸成に向けた取
組を積極的に推進していますが、全国的にはインターネット上での人権侵害など新たな課題も
生じており、市民一人ひとりの意識を高める取組が求められます。

●性別による固定的な役割分担意識は、特に職場や社会通念などにおいて見受けらます。男性
も女性も個性と能力を十分に発揮し、自分らしい生き方ができる社会構築のためには、男女
共同参画意識の醸成が必要です。

【主担当部署】　市民活動支援課
【関連する個別計画】 男女共同参画計画
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施策の方向性

(1) ⼈権擁護の推進

・人権擁護委員等と連携しながら、人権に関する正しい知識について学ぶ機会や、様々な人

権問題について考える機会の提供に取り組み、人権意識の高揚を図ります。

・市民が抱えている人権問題に関する解決を図るための相談体制の充実を図ります。
【主な取組】 ○小中学校での人権教室の開催　　○人権相談の実施

  ○人権擁護委員協議会の活動支援

(2) 男⼥共同参画の推進

・男女共同参画社会の実現に向け、セミナー等の開催や広報活動を通して意識啓発を推進す

るとともに、あらゆる分野において男女が対等な立場で参画し、その個性や能力を発揮し

て活躍できる環境整備や支援に取り組みます。

・関係機関と連携し、ＤＶ事案の発生に的確に対応します。
【主な取組】 ○男女共同参画セミナーの開催　　○出前講座の開催

  ○ＤＶ相談の実施

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・人権への理解を深める
・男女の固定的性別役割分担意識をなくす
・働き方を見直し、ワーク・ライフ・バランスを実現する
・ＤＶ事案に関心を持ち、気になることがあったら早急に通報する

地域・団体に
できること ・男女がともに働きやすく、活躍できる環境を整える

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①男女が平等だと思う市民の割合 49.5%
（令和元年度） 55.0%

②差別があると感じる市民の割合 39.6%
（令和元年度） 30.0%
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６-３．多文化共生　

目指すまちの姿

現状と課題

○国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、地域社会の中でともに暮らすこ

とができています。

●平成 31 年 4 月時点における本市の外国人住民数は 787人となっており、平成 22 年以降、
外国人住民数は約1.5 倍に、また、最近の動きをみると平成 29 年以降の 3 年間で外国人住
民数の増加率が高くなっています。今後も、外国人労働者の受入拡大等により外国人住民数
が増加していくことが予想されます。

●家庭ごみ分別リーフレットの発行など、住民にとって必要な生活情報については多言語化を行
い、情報提供の充実を図っていますが、生活習慣・文化の違いや日本語が理解できていない
ことによる問題も生じています。今後は言語面への対応だけでなく、市民の異文化への理解を
促進し、多文化共生社会を構築していくための取組をさらに進めていく必要があります。

●本市では、国際交流協会との連携による外国人との交流や、ブラジル連邦共和国のイタジャイ
市と姉妹都市交流を行っています。異文化等への理解を深め国際化を推進していくため、今後
もより多くの交流の機会を創設し、市民レベルでの国際交流を推進していく必要があります。

【主担当部署】　市民活動支援課
【関連する個別計画】 国際化基本方針
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施策の方向性

(1) 多文化共⽣の推進

・外国人が安心して暮らすことができるよう、多言語による行政情報の提供や案内標識等の

整備、日本語学習の支援等を行います。

・外国人が地域のコミュニティに気軽に参加しやすい仕組みづくりに取り組みます。
【主な取組】 ○生活支援情報・案内標識等の多言語化

  ○外国人向け行政窓口の充実

  ○日本語教室の開催支援　　○地域交流の場への外国人の参加促進

(2) 国際交流活動の推進

・国際交流協会との連携による国際交流イベントの開催や国際交流に関わる市民団体等の育

成・活動支援を行うことで、市民レベルでの国際交流に関する意識の高揚を図ります。

・研修会等への参加促進により国際感覚豊かな人材を育成し、国際交流活動の活性化を推進

します。
【主な取組】 ○国際交流協会主催の国際交流イベントの支援

  ○市民団体等の活動の支援　　○国際交流研修会等への参加の促進

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・異なる文化や国際交流に関心を持つ
・国際交流活動に積極的に参加する

地域・団体に
できること

・外国人が日本の生活習慣や文化を理解できるよう支援する
・市民が外国人とコミュニケーションをとれる機会を設ける

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①外国人にとって暮らしやすいと感じる市民の割合 41.1%
（令和元年度） 47.0%
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６- ４．情報共有・発信　

目指すまちの姿

現状と課題

○広報・広聴活動の充実により市民と行政との間で情報が共有され、シティプロモーションの

推進により本市に興味・関心を持つ人が増えています。

●本市では、広報紙やホームページを通じて市の情報を発信していますが、広報紙を読んでいる
市民の割合が低下するなど、広報活動での課題も顕在化しています。市民が興味、関心を持
つ行政情報の伝え方を工夫するとともに、できるだけ多くの市民に情報が届くように、伝達手
段の多様化を図っていく必要があります。

●市民の市政への参加意欲を高め、行政運営に市民の声をより反映させていくため、広聴に関
する取組として、市民と市長との対話やパブリックコメント手続などを行っており、今後も市
政への参加意識の向上や参加機会の確保が必要です。

●定住人口や交流人口の増加を目指し、シティプロモーションの推進により本市の魅力を効果的
に発信するとともに、まちづくりや観光分野との横断的な取組を推進していく必要があります。

【主担当部署】　秘書広報課
【関連する個別計画】 シティプロモーション戦略基本方針
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施策の方向性

(1) 市政情報発信の充実

・広報紙やホームページなど、既存の情報発信媒体による情報発信について、より市民が興

味、関心を持つ工夫を行うとともに、ＳＮＳなど新しい手法を介した情報の発信も積極的

に実施します。

・防災・防犯など、市民の生活の安全に関する情報を、的確かつ迅速に市民に提供します。
【主な取組】 ○「広報そでがうら」の発行と周知活動の実施　　○市ホームページの管理・更新

  ○ＳＮＳを活用した情報の発信　　○生活安全メールの配信　　

(2) 広聴活動の推進

・多様化する市民ニーズを市政に反映させるため、様々な方法により広く市民の声を聴き入

れる広聴活動を推進するとともに、市民の市政への参加機会を提供します。
【主な取組】 ○「市民の声」の受付　　○パブリックコメント手続の実施

(3) シティプロモーションの展開

・ホームページや各種メディアを活用するなど戦略的な情報発信や、市民協働によるＰＲ活動

の充実により、「市外の人に袖ケ浦市を知ってもらい、興味・関心を持ってもらう」ための

シティプロモーション活動を積極的に推進します。
【主な取組】 〇ホームページ・各種メディアを活用した情報発信

  ○市民協働によるシティプロモーションの推進

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・市政に関する情報収集を積極的に行う
・市の魅力を知り、自ら発信する

地域・団体に
できること

・自らの団体が関わる分野の情報を積極的に発信する
・外部への情報発信を行う際に、袖ケ浦市のＰＲをするよう努める

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①市の広報・広聴活動が適切に行われていると感じる市民
の割合

64.6%
（令和元年度） 70.0%

②本市に今後も「住み続けたい」と思う市民の割合 87.0%
（令和元年度） 90.0%
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６-５．行政運営　　

目指すまちの姿

現状と課題

○社会経済情勢の変化を的確に捉えながら、市民に信頼される行政運営が、効果的・効率的に

行われています。

●本市では、これまでも「行政経営計画」に基づいて事務事業の見直し、民間委託の推進等に
取り組んできました。

●自治体を取り巻く環境は、今後も一層厳しくなることが予想されており、これからも中長期的
な視点に立った行政運営を進めていくことが必要です。また、行政需要の変化に伴い、自治体
が担う業務は増加し、多様化、複雑化していくことから、限られた行政資源を有効に活用し、
併せてＡＩ等を用いた新たな情報技術を利用した、より効果的・効率的な行政運営を行い、行
政サービスの向上を図っていく必要があります。　

●市としての政策立案能力の向上、また、行政サービスの質の向上を図っていくため、行政サー
ビスの提供側である職員の意欲と職務遂行能力を高めるための仕組みづくりを進めるととも
に、ワーク・ライフ・バランスも意識した職場環境を整えていく必要があります。

●事業の効率性や有効性といった観点から、国において広域行政への取組が推進されていま
す。本市においても近隣自治体と連携し、医療、ごみ処理、水道事業、火葬場、観光振興策
などについて対応しており、今後も必要に応じて広域連携の取組を進めていく必要があります。

【主担当部署】　行政管理課、総務課、企画課
【関連する個別計画】 行政改革大綱、定員適正化計画、人材育成方針
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施策の方向性

(1) 効率的な⾏政運営

・社会経済情勢の変化を的確に捉えながら、計画的な行政運営を行います。また、事務の効

率化を図るために、各種業務システムの効果的な運用とともに新たな情報技術の導入を推

進します。

・防災拠点となっている庁舎については、老朽化が進み耐震性が不足しているため、既存旧

庁舎は建て替え、新庁舎は耐震補強と大規模改修を実施します。
【主な取組】 ○全庁ＬＡＮシステム等の運用　　○ＡＩ等を用いた新たな情報技術の導入

  ○市庁舎整備の実施

(2) 職員の⼈材育成

・人材育成方針に掲げる目指すべき職員像を念頭に置いて、各種研修事業を計画的に進める

とともに、人事評価制度の運用を図ります。
【主な取組】 ○各種職員研修の実施・職員の派遣　　○人事評価制度の運用

  ○働き方改革の推進

(3) 広域⾏政の推進

・広域的な対応を行うことにより事務の効率化やコストの削減、市民の利便性向上等が得ら

れる分野においては、近隣市等との連携を図りながら推進します。
【主な取組】 ○君津中央病院を中核とした地域医療連携　　○次期広域廃棄物処理施設の整備

  ○安定的な広域水道事業の運営　　○火葬場の整備と安定的な運営　　

  ○広域観光振興策の推進　　○広域的な要望活動の実施

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・市の行政運営に関心を持つ
・行政の効率化の動きに協力する

地域・団体に
できること ・行政運営に協力する

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①信頼できる市政運営を行っていると思う市民の割合 65.6%
（令和元年度） 68.5%
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６-６．財政運営　

目指すまちの姿

現状と課題

○限りある財源や公共施設等の行政資源が有効に活用され、計画的な財政運営により、安定し

た財政基盤が確立されています。

●本市の財政状況については、臨海部を中心に企業が数多く立地していることから、他自治体
と比較し自主財源比率が比較的高い水準となっていますが、経常収支比率が上昇し、財政の
硬直化が進行しています。

●本市では、人口の増加基調が強かった昭和 40 年から 50 年代に整備された公共施設が多く、
老朽化に伴う更新などの対応が必要となっています。各施設の適切な維持・管理とともに、
長期的視点での施設のあり方や需要動向の変化を踏まえた施設の適正配置についての検討が
求められます。

●市税の大幅な増収が見込めない一方、高齢化率の上昇による扶助費の増大等が見込まれてお
り、安定的な財政運営に向けて、歳入の確保、歳出の削減に一層努めていく必要があります。

【主担当部署】　資産管理課、財政課
【関連する個別計画】 公共施設等総合管理計画
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施策の方向性

(1) 公共施設等の活⽤・見直し

・公共施設を適切に維持管理し、将来的な財政状況を踏まえながら、個々の公共施設につ

いて方針を定め、更新・統廃合・長寿命化等の対策を講じます。
【主な取組】 ○公共施設等総合管理計画の着実な進行管理　　○個別施設計画の策定

  ○公共施設白書の更新　　○公共施設の管理等に関する職員研修会の実施

(2) 安定した財政運営

・歳入面では、自主財源を確保するため、市税徴収体制を強化するとともに、国・県等の補

助金制度の有効活用に努めます。また、ふるさと納税の充実等に取り組みます。

・歳出面では、限られた財源を有効に配分していくために、事業等の見直しを図っていきます。
【主な取組】 ○ふるさと納税の促進　　○寄付型クラウドファンディング実施検討

  ○国・県等の補助金制度の有効活用　　○事務事業等の簡素化・合理化

市民等に期待される役割

成果指標

一人ひとりの市民に
できること

・市の財政状況に関心を持つ
・行政サービスの受益者負担の考え方を理解する

地域・団体に
できること ・財政運営に協力する

指標名 現状値 目標値（令和７年度）

①地方債残高比率 103.0%
（平成３０年度） 125.0%

②経常収支比率 94.5%
（平成３０年度） 90.0%

③財政調整基金等残高比率 24.3%
（平成３０年度） 25.0%
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