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第１章 基本構想策定の意義とねらい 

第 1節 基本構想策定の意義 

 

地球環境問題、世界同時不況、人口減尐などにより、わが国の社会経済情勢は予測不可能な

ほど急速に変化しています。 

このような時代の潮流を的確にとらえ、福祉、社会保障、環境保全、教育、雇用、産業振興、

社会資本整備などの行政課題に対応し、安全で住みよい地域社会を構築していくためには、目

指すべき本市の将来の姿やまちづくりの基本方針を明らかにしなければなりません。 

第 4次三島市総合計画における基本構想は、将来都市像や施策の大綱を示すことにより、市

民、NPO、事業者、そして行政が協働により、新たな 10年間のまちづくりを総合的かつ計画的

に推進していくための指針となるものです。 

 

第２節 基本構想のねらい 

 

基本構想は、次の 4つのねらいをもって策定します。 

(1) 将来都市像を明確にし実現するための施策を体系的に示す 

本市におけるまちづくりの課題に総合的に対応し、市民と行政が共有できる 10年後の将

来都市像を明確にし、その実現のために進むべき基本的なまちづくりの指針を示します。 

(2) 市民、NPO、事業者と行政による協働のガイドラインとする 

市民、NPO、事業者と行政がそれぞれの役割を担って、協働により進めるまちづくりの考

え方を示します。 

(3) 構想の実現を適切に誘導する 

将来都市像を実現する手段となる施策の大綱を明確にすることで、計画（Plan）・実行 

（Do）・評価（Check）・改善（Action）のサイクルで、継続的に改善する行政運営を進めるた

めの基礎とします。 

(4) 個性や地域力＊を生かしたまちづくりを可能とする 

本市の歴史、文化などの個性や立地条件、地域資源などの地域力を生かし、市民の知恵

と工夫による「三島らしさ」を創出する方策を示します。 

 

＊地域力：地域社会の問題について市民や企業をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、自

律的かつ、その他の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域としての価値を創造していくための

力のことをいう。 

 

第２章 基本構想の期間 

この基本構想は、平成 32 年度（2020 年度）を目標年度とし、平成 23 年度（2011 年度）か

ら平成 32年度（2020 年度）までの 10年間を構想期間とします。 
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第３章 目指すべき将来都市像 

第 1節 将来都市像 

 

第 4次三島市総合計画における将来都市像を次のように定めます。 

これは、まちづくりの課題や市民ニーズを的確にとらえ、すべての市民が安心できる、安全

で住みよい地域社会を構築し、活力ある豊かな暮らしを実現するため、市民と行政が一体とな

って進めていく今後 10年間のまちづくりの目標となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「せせらぎと緑」という言葉には、 

本市の魅力であり象徴である湧水のせせらぎと豊かな緑などの恵まれた自然が生かさ

れたまちを目指すという意味が込められています。 

 

「元気あふれる」という言葉には、 

にぎわいと活力があり、若さと元気にあふれ、市民の笑顔が絶えないまちを目指すとい

う意味が込められています。 

 

「協働のまち」という言葉には、 

市民、NPO、事業者と行政との「協働」に、若い人たちの柔軟な発想や情熱、行動が加

わり、新たな協働の取り組みが市民生活の向上に生かされたまちを目指すという意味が

込められています。 

 

「環境と食を大切に」という言葉には、 

良好な環境を将来の世代に継承するとともに、命の源であり、人が生きていくために欠

かすことができない「食」を大切にすることで、市民が健全な心と身体を培い、豊かな

人間性を育んでいくという意味が込められています。 

 

＜将来都市像＞ 

せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島 

～環境と食を大切に～ 
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第２節 基本目標 

 

将来都市像を実現するためのまちづくりの基本目標を、次のように定めます。 

 

１ 安全・安心に暮らせるまち 

市民の生命、身体、財産を守る防災、防犯を強化し、食育の推進、福祉の充実に取り組む

ことで、誰もが健康で生き生きと互いに助け合いながら安全と安心を感じて暮らすことがで

きるまちを目指します。 

 

２ 活力のある住みやすいまち 

地域の特性を生かした産業の振興と、快適な都市機能の整備により、にぎわいと活力のあ

る住みやすいまちを目指します。 

 

３ 環境を保全し人と文化を育むまち 

清らかな湧水と豊かな緑、先人から受け継いだ歴史、文化を未来に継承し、次世代を担

う若者の豊かな心と創造性を育み、誰もがやすらぎとうるおいを享受できる環境と文化の

まちを目指します。 

 

４ 協働で進める自立したまち 

時代を見据えた健全な行財政の基盤が確立し、効率的で良質な市民サービスが提供され

る、協働で進める自立したまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島 

～環境と食を大切に～ 

協働・自立 協働で進める 

自立したまち 

安全・安心 
安全・安心に 

暮らせるまち 

活力・住みやすさ 
活力のある 

住みやすいまち 

環境・文化 

環境を保全し 

人と文化を育むまち 

+ 
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第４章 基本指標 

第１節 将来人口 

 

本市の総人口は、国勢調査の結果を基に推計すると、平成 27年（2015 年）には 112,200人、

平成 32年(2020年)には 110,100人になることが見込まれます。 

なお、住民基本台帳法や外国人登録法に基づく在住人口は、平成 17年（2005年）12月末を

ピークとし、平成 20 年（2008年）9月以降は緩やかな減尐傾向を続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 推計に当たっては、人口推計の一般的な手法であるコーホート要因法＊を用いて客観的に今

後の見込みを推計しました。したがって、今後の政策的な取り組みや特定の住宅団地の開発な

どによる人口の変動要因を考慮した目標人口ではありません。 
 

＊コーホート要因法：年齢階層別男女別の人口を、人口の将来自然増減要因（出生､死亡）と将来社会増減要因（転

入・転出）とに分けて推計する方法。 

＊昭和 50年から平成 17年は実績値(国勢調査) 

図  総人口の推移と予測 

単位：人

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

総人口 107,890 110,519 112,241 113,200 112,200 110,100
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第２節 世帯数 

 

本市の世帯は、これまでと同様、核家族化や世帯分離などが進み、世帯数は増加傾向を続

けるものと予測されます。 

平成 27 年(2015 年)には 47,300 世帯、平成 32年(2020 年)には 48,500 世帯になることが

見込まれます。一方、１世帯当たりの平均人員は減尐傾向が続くものと予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  世帯数、1世帯当たり平均人員の推移と予測 

＊昭和 50年から平成 17年は実績値(国勢調査) 

単位：世帯、人

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

世帯数 37,780 40,868 43,479 45,650 47,300 48,500

1世帯当た
り平均人員

2.86 2.70 2.58 2.48 2.37 2.27

26,496 29,441 31,819 35,296 37,780 40,868 43,479 45,650 47,300 48,500
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第３節 年齢３区分別人口 

 

本市の年齢 3 区分別人口は、引き続き尐子化と高齢化が進み、年尐人口(14 歳以下)と生産

年齢人口(15～64 歳)は減尐、一方、老年人口(65 歳以上)は増加を続け、老年人口の割合（高

齢化率）は、平成 27年（2015年）に 26.7％、平成 32年(2020年)には 29.3％に達するものと

予測されます。 

 

 

 

 

＊昭和 50年から平成 17年は実績値(国勢調査) 

図 年齢 3区分別人口割合の推移と予測 
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単位：人

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

　老年人口 13,702 17,384 21,432 25,750 30,000 32,200

　65歳以上 12.7% 15.7% 19.1% 22.7% 26.7% 29.3%

　生産年齢人口 76,307 76,270 74,924 72,200 68,100 65,200

　15～64歳 70.7% 69.0% 66.8% 63.8% 60.7% 59.2%

年尐人口 17,881 16,865 15,885 15,250 14,100 12,700

　0～14歳 16.6% 15.3% 14.1% 13.5% 12.6% 11.5%

107,890 110,519 112,241 113,200 112,200 110,100
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第５章 土地利用 

第１節 土地利用 

 

限られた資源である土地の利用については、自然的・社会的・経済的な条件と地域の文化や

歴史的背景などにも配慮し、公共の福祉を優先しながら、地域の活性化につながるよう、長期

的な展望のもとに、計画的かつ総合的に進めなければなりません。 

このため、予想される公共施設の用地や企業誘致のための産業用地の確保、さらには、環境

保全のための自然地の保全に努め、地域の特性を踏まえつつ、土地の有効利用を促進すること

を基本に、次の点に留意して環境先進都市としての秩序ある土地利用を推進していくものとし

ます。 

 

○ 広域拠点都市としての機能の充実 

 

新たに整備された広域幹線道路の機能を生かし、土地の効率的利用、都市機能の集積、質

の高い空間づくりなど、広域拠点都市としての機能の充実に努めます。 

 

○ 安全・安心の機能の確保と地域性への配慮 

 

災害に強い都市基盤やユニバーサルデザインに配慮した都市施設の整備を図り、誰もが快

適で安心して暮らすことができるまちづくりを進めます。また、これまで培ってきた文化、

歴史などの地域資源を生かした魅力ある土地利用を進めます。 

 

○ 自然的土地利用と都市的土地利用との共生 

 

優れた箱根西麓の森林や農地などの自然的土地利用と、住居、商業、工業やこれを支える

道路などにより構成される都市的土地利用が共生し、相互に機能を発揮できるような土地利

用を推進していきます。 

 

○ 市民参加による適切なプロセスの導入 

 

良好な市街地の環境を形成するための活動や環境保全・環境美化活動など、質の高い、秩

序ある土地利用に市民の理解と協力が得られるよう、啓発活動を推進していきます。 

 

 



8 

 

第２節 概念図 

 

概念図は、目指す将来の姿をあらわしたものです。3 つの都市軸を示すとともに、本市の土地

利用の特性を踏まえ、15のゾーンに区分しています。各ゾーンの特性を生かしながら、均衡のと

れた計画的な土地利用を進めます。 
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土地利用のゾーン 

 

概念図のゾーンに示す土地利用の方向性は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 環境優先ゾーン 

箱根西麓の自然環境と調和した土

地利用を促進する区域 

１ 環境保全ゾーン 

箱根西麓の自然環境を保全してい

く区域 

３ 農業振興ゾーン 

農業基盤の整備、優良農地の確保を

図る区域 

９ 沿道型市街地ゾーン 

官公庁の集積した高次都市機能＊を

形成する区域 

８ 中心市街地活性化ゾーン 

市街地の再開発、商業・業務施設を

集積する区域 

14 産業集積ゾーン 

流通業務施設、研究施設、工場など

を誘致する区域 

15 工業集積ゾーン 

既存の居住環境と調和を図りながら

工場などを集積する区域 

10 沿道型産業ゾーン 

交通の利便性を生かした沿道サー

ビス施設、流通業務施設などを誘導

する区域 

11 地域商業活性化ゾーン 

駅前の商業地区として活性化を図る

区域 

４ 環境共生型活用検討ゾーン 

森林・農地などを保全するととも

に、アクセスの優位性を生かした土

地利用を検討する区域 

６ 環境改善ゾーン 

現在の環境を改善していく区域 

12 交流拠点活用ゾーン 

インターチェンジと周辺との調和

を図りながら商業・流通業務施設な

ど、地域の実情にあった施設を整備

する区域 

７ 低密度住宅ゾーン 

低密度の住宅環境を維持・保全し、

良好な景観を保つ区域 

５ 環境共生型文教ゾーン 

落ちついた緑豊かな文教地区とし

ての魅力を高める区域 

 

＊高次都市機能: 市町村域を越えた広範な地域の人々を対象に、業務、商業、居住、交通、行政、教育など、

都市の持つさまざまな働きやサービスを提供できる機能のこと。 

13 健康・福祉・医療ゾーン 

交通の利便性を生かし、健康・福祉・

医療施設などを集積する区域 
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第６章 施策の体系 

第１節 体系図 

将来都市像を実現するために、4つの基本目標、7つの基本方針と 51の施策名を次に示します。 

 

施策名 施策項目

1 地域が支える福祉活動の推進 地域福祉

2 安心できる医療体制の確保 地域医療

3 生涯を通した健康づくりの推進 健康

4 健全な心身を育む食育活動の推進 食育

5 子どもを産み育てやすい環境の整備 子育て

6 高齢者の生きがいと自立の支援 高齢者福祉

7 障害のある人を支える環境の充実 障害者福祉

8 暮らしを守る保険・生活保障制度の運用 国保・年金

9 危機管理体制の強化 危機管理体制

10 地震・水害対策の強化 地震・水害対策

11 消防・救急体制の強化 消防・救急

12 交通安全の推進 交通安全

13 犯罪防止活動の推進 防犯

14 賢い消費者の育成 消費生活

15 にぎわいある商業・商店街の振興 商業・商店街

16 魅力ある観光の推進 観光

17 特色ある特産品の創出と活用 特産品

18 地域の特性を生かした農業の振興 農業

19 活力ある工業振興と新産業の創出 工業・新産業

20 企業誘致の推進 企業誘致

21 良好な就労環境と雇用の確保 経営・勤労者支援

22 秩序ある計画的な土地利用の推進 土地利用

23 快適な市街地の形成 市街地整備

24 安全で円滑な道路網の整備 道路

25 利用しやすい公共交通の充実 公共交通

26 良質な住環境の形成 住環境

27 おいしい水道水の安定供給 上水道

28 美しい景観の保全と形成 景観

29 地球温暖化防止活動の推進 地球環境

30 自然環境に配慮した生活環境の保全 生活環境・自然環境

31 循環型社会の形成 ごみ・リサイクル

32 健全な森林・水資源の保全 森林・水資源

33 緑と水辺空間の保全と創出 緑・水辺空間

34 生活排水処理の推進 生活排水

35 豊かな人間性と確かな学力の向上 幼児教育・小中学校教育

36 青少年の健全育成の推進 青少年

37 生きがいとなる生涯学習の推進 生涯学習

38 知識と情報の拠点としての図書館の充実 図書館

39 誰もが楽しめる生涯スポーツの推進 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

40 郷土資源の継承と文化財の保全 郷土資源・文化財

41 多様な文化･芸術活動の推進 文化・芸術

42 多文化共生と国際交流活動の推進 多文化共生・国際交流

43 平和都市活動の推進 平和活動

44 連帯感のあるコミュニティの形成 コミュニティ

45 市民主体のまちづくりの推進 協働

46 男女共同参画の推進 男女共同参画

47 的確な広報･広聴活動の推進 広報・広聴

48 便利な電子市役所の構築 電子市役所

49 適正で持続可能な財政運営 財政運営

50 効率的・効果的な行政運営 行政運営

51 広域行政の推進 広域行政

基本目標 基本方針

Ⅰ
安全・安心に
暮らせるまち

健康・福祉を育むま
ちづくり

1

2
安全な暮らしを確保
するまちづくり

4
都市機能の整ったま
ちづくり

5
環境を保全し継承
するまちづくり

3
活力ある産業が発
達したまちづくり

7

6
学びと文化を育むま
ちづくり

自治システムの充実
したまちづくり

将
来
都
市
像

「
せ
せ
ら
ぎ
と
緑
と
元
気
あ
ふ
れ
る
協
働
の
ま
ち
・
三
島

」
　
～
環
境
と
食
を
大
切
に
～

環境を保全し
人と文化を育
むまち

Ⅳ

活力のある住
みやすいまち

Ⅲ

Ⅱ

協働で進める
自立したまち
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第２節 基本方針 

 

 基本目標を実現するため、次のとおり 7つの基本方針を定めます。 

 

１ 健康・福祉を育むまちづくり 

誰もが健康で安心して暮らせるまちを目指して、地域と連携して保健や医療、福祉サービスの充

実を図ります。特に、食育＊を通じた健康づくり、子育て世帯や高齢者、障害のある人などにやさしい

環境づくりに努めます。 

 

＊食育：さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができ

る人間を育てること。 

 

２ 安全な暮らしを確保するまちづくり 

市民の生命、身体、財産を守り、安全な暮らしが確保されたまちを目指して、自然災害や交通事

故など、あらゆる事態に備えて、市民の危機管理意識の高揚、都市基盤や設備の充実など、ソフト、

ハード両面の取り組みを進めます。また、県や関係市町と連携し、安全な生活を確保するための体制

づくりを強化します。 

 

３ 活力ある産業が発達したまちづくり 

にぎわいと活力ある産業が発達したまちを目指して、各個店や商店街、旅行商品や特産品などの

本市の魅力向上とともに、PR の強化に努めます。また、誰もが生き生きと働けるよう、農業、工業の振

興に加えて、新産業の創出や企業誘致を推進します。 

 

４ 都市機能の整ったまちづくり 

都市機能の整ったまちを目指して、自然と都市とが調和した良好な市街地の形成に向け、計画的

な土地利用を進め、三島駅周辺の再開発事業の推進や交通基盤の整備などに努めます。また、良質

な住環境の形成や魅力的な景観づくりを促進します。 

 

５ 環境を保全し継承するまちづくり 

良好な環境を保全し次世代に確実に引き継いでいくため、市民の環境問題への意識を高め、資

源やエネルギーの有効利用を図り、市民、NPO、事業者などの自主的な環境保全活動を促進します。

また、日常生活を支え、うるおいをもたらす、豊かな水と緑の保全に努めます。 

 

６ 学びと文化を育むまちづくり 

学びと文化を育み、誰もが自分らしく成長できるまちを目指して、子どもから大人まで、市民誰もが

いつでもどこでも参加できる学習機会や文化・芸術、スポーツ活動の環境の充実を図ります。また、子

どもの健やかな成長を見守り、すべての人が多様な文化を認め合い、支え合える地域内外の交流を

促進します。 

 

７ 自治システムの充実したまちづくり 

自治システムが充実した市民主体のまちづくりを進めるため、自治会や NPOなどの活動を支援しま

す。また、効率的で効果的な行財政運営に努めるとともに、的確な広報・広聴活動などにより、市民と

行政との情報の共有化を進めます。 
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第３節 施策の大綱 

 

 基本方針を実現するため、次のとおり 51項目の施策の大綱を定めます。 

 

基本方針１ 健康・福祉を育むまちづくり 

１ 地域が支える福祉活動の推進《地域福祉》 

誰もが安心して暮らすことができるようにするため、行政と地域の連携により福祉サー

ビスを適切に提供するとともに、地域住民がお互いに支え合い、助け合う社会を築きます。   

また、ユニバーサルデザインの普及に努めます。 

 

２ 安心できる医療体制の確保《地域医療》 

健康を保ち、安心できる医療環境を確保するため、保健・医療機関相互の連携や広域的

な地域連携により、県の計画に基づく保健医療サービスの充実や救急医療の強化を図りま

す。 

 

３ 生涯を通した健康づくりの推進《健康》 

生涯を通して心身ともに健康で充実した生活を送ることができるようにするため、各種

健康診査を通じた健やかな成長と生活習慣病＊などの予防や早期発見に努めるとともに、

保健委員活動などの地域における健康づくり活動を推進します。 

       

＊生活習慣病：食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群を

表す。（脳卒中、心臓病、がん、脂質異常症、高血圧、糖尿病、肥満、歯周病など） 

 

４ 健全な心身を育む食育活動の推進《食育》 

食を通じて健やかな心身と豊かな人間性を育むため、健全な食生活の実践を促進し、子

どもから大人まで、広く市民が食や健康の大切さを学ぶことができる機会の充実を図りま

す。   

 

５ 子どもを産み育てやすい環境の整備《子育て》 

安心して子どもを産み、健やかに育てることができるようにするため、保育園などの保

育サービスをはじめとする子育て支援体制の充実に努めるとともに、医療費助成、各種手

当てなどの経済的支援を行います。また、子どもの安全を見守るなど、地域ぐるみで子育

てを支援することができる環境づくりに努めます。 

 

６ 高齢者の生きがいと自立の支援《高齢者福祉》 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生き生きとし、自立した生活ができるようにするた

め、社会参加などによる生きがいづくりを推進するとともに、介護予防の普及と介護保険

サービスの充実を図ります。また、高齢者のための総合相談支援体制の整備に努めます。 
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７ 障害のある人を支える環境の充実《障害者福祉》 

障害のある人が住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるようにするため、相

談支援体制の充実を図り、多様な福祉サービスを提供するとともに、生活の支援や社会参

加を促進する支援体制の充実に努めます。 

 

８ 暮らしを守る保険・生活保障制度の運用《国保・年金》 

誰もが生涯にわたり安心して自立した生活を送ることができるようにするため、国民健

康保険の健全な運用を図るとともに、国民年金制度＊の理解の普及や生活保護制度の適正

な運用に努めます。 

  

＊国民年金制度：日本国内に住所のある 20歳以上 60歳未満のすべての人が加入し、老齢、障害又は死亡に関

して必要な給付を行うことにより、健全な国民生活の維持、向上に寄与することを目的とする公的年金

制度。 

 

 

基本方針２ 安全な暮らしを確保するまちづくり 

９ 危機管理体制の強化《危機管理体制》 

自然災害や感染症など、あらゆる事態に迅速かつ的確に対応するため、全市的な危機管

理体制を整えます。とりわけ、地震、風水害などについては、国・県などの関係機関と連

携した防災体制の確立に努めるとともに、市民の防災意識の高揚や防災活動の支援などに

より、地域防災力の強化を図ります。 

 

10 地震・水害対策の強化《地震・水害対策》 

自然災害による被害を最小限に抑えるため、民間や公共施設の建築物などの耐震化を進

めるとともに、河川の改良、都市下水路の適切な管理、県と連携した急傾斜地崩壊防止対

策＊など、治山・治水事業を推進します。 

       

＊急傾斜地崩壊防止対策：傾斜がきつく、崩壊の危険性のある自然がけに対して、擁壁工事や法面工事を行い、

がけ崩れから住民の生命を守る事業。 

 

11 消防・救急体制の強化《消防・救急》 

火災をはじめ多様化・大規模化する災害と緊急時に必要な救命措置に対応するため、市

民の防火や救命意識などを高めるとともに、迅速かつ的確に対応できる地域に密着した消

防、救急・救助体制の充実・強化に努めます。また、県や関係市町と新たな広域消防救急

体制＊への移行を図るための協議を進めます。    

 

＊広域消防救急体制：平成 18年（2006年）の「消防組織法の一部改正（平成 18年第 64号）」、「市町村の消防

の広域化に関する基本指針（消防庁長官通知）」に基づき、県が策定する推進計画に沿って、市町村の

広域化による消防体制の整備・確立を図ろうとするもの。 

 

12 交通安全の推進《交通安全》 

交通事故のない安全な社会を実現するため、関係団体と連携した活動を通じて交通安全

意識の高揚を図り、交通ルール・マナーが守られるように努めるとともに、交通安全施設

＊の整備、放置自転車対策など、交通環境の改善に取り組みます。 
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   ＊交通安全施設：公安委員会が設備する信号機、道路標識、道路標示や道路管理者が設置する横断歩道橋や歩

道、道路照明灯、道路標識、カーブミラーなど、道路における交通の安全を確保するために必要な施設。 

 

13 犯罪防止活動の推進《防犯》 

犯罪のない、安全で安心して暮らせる社会をつくるため、市民の防犯意識の向上や地域

ぐるみの防犯活動の推進を図るとともに、防犯設備の充実に努めます。 

また、犯罪被害者などを支援するため、相談窓口など支援体制の充実に努めます。 

 

14 賢い消費者の育成《消費生活》 

市民が安心して消費生活を送ることができるようにするため、消費者トラブルを防止し、

責任と自覚を持って行動できる賢い消費者の育成に努めます。 

 

 

基本方針３  活力ある産業が発達したまちづくり 

15 にぎわいある商業・商店街の振興《商業･商店街》 

商業を活性化させ、にぎわいのある商店街づくりを進めるため、空き店舗対策をはじめ、

商店の誘致に努めるなど、求心力のある中心市街地づくりを進めるとともに、各個店や商

店街の魅力を向上させ、歩いて楽しめる商店街づくりを進めます。 

 

16 魅力ある観光の推進《観光》 

観光の魅力を高め、誘客と交流によりまちを活性化させるため、旅行業者や関係団体な

どとの連携強化に努めます。また、富士・箱根・伊豆地域などの近隣市町と連携した旅行

商品の開発や、外国旅行者の誘客などを通じた広域滞在型の観光地を目指し、多くの人々

が繰り返し訪れ、ゆっくり楽しんでもらえるような観光立市に向けた取り組みを進めます。 

 

17 特色ある特産品の創出と活用《特産品》 

本市の魅力を全国に発信し、産業を活性化させるため、農商工連携のもと、地場農産物

や農産物加工品、工芸品、うなぎ料理などの特産品の発掘や地域ブランド化に努めるとと

もに、販売の促進や PRを進めます。 

 

18 地域の特性を生かした農業の振興《農業》 

地域農業の活性化を図り、安全・安心で新鮮な農産物を安定的に供給するため、農業の

担い手を育成し、耕作放棄地の解消に努め、農産物のブランド化を目指した取り組みを進

めます。また、農業と地場農産物への市民の理解と関心を高め、地産地消＊、旬産旬消＊

を推進します。 

  

＊地産地消：地元でできたものを地元で消費すること。 

＊旬産旬消：旬の食材を旬の時期に消費すること。 
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19 活力ある工業振興と新産業の創出《工業・新産業》 

活力ある工業の振興と特色ある新産業を創出するため、既存の中小企業の体質強化を図

り、医学、看護学、工学の連携によるファルマバレープロジェクトを進めるとともに、異

業種の交流・連携の促進に努めます。 

 

20 企業誘致の推進《企業誘致》 

新たな税収の確保、地域雇用の創出などを図るため、立地の優位性や優遇制度を活用し

た企業誘致に取り組むとともに、地元既存企業の定着を推進します。また、継続的な誘致

対策として新工業団地の創出に努めます。 

 

21 良好な就労環境と雇用の確保《経営・勤労者支援》 

事業者の経営安定と勤労者の福祉向上を図るため、事業者の経営基盤の強化を支援する

とともに、勤労者に対する住宅や教育に関する融資制度や福利厚生の充実に努めます。 

また、就労意欲のある人々の働く場所を確保するため、国や県、関係機関と連携して雇

用対策を進めます。 

 

 

基本方針４  都市機能の整ったまちづくり 

22 秩序ある計画的な土地利用の推進《土地利用》 

計画的な土地利用により、秩序あるまちづくりを進めるため、自然環境と都市環境とが

調和した、良好な市街地の形成と適正な土地利用への誘導を図ります。 

 

23 快適な市街地の形成《市街地整備》 

快適な都市環境の創出を図り、均衡のとれた市街地を形成するため、三島駅南北自由通

路や電線類地中化により、安全で快適な歩行者空間を確保するとともに、三島駅南口周辺

の再開発を進め、市街地の活性化とにぎわいの創出を図ります。 

 

24 安全で円滑な道路網の整備《道路》 

広域交通の円滑化と交通混雑の緩和を図る道路網を形成するため、近隣市町と連携し、

計画的な幹線道路の整備を進めます。また、日常生活に不可欠な安全で快適な生活道路の

改善に努めます。 

 

25 利用しやすい公共交通の充実《公共交通》 

公共交通機関を利用して、誰もが快適な移動ができるようにするため、バス路線の確保

と利便性の高いコミュニティバス＊の運行、鉄道事業者などに対する増発、増便の働きか

けを行うとともに、公共交通の利用者の増加に向けた取り組みを進めます。また、公共交

通における移動円滑化と利便性向上のための環境整備に努めます。 

   

＊コミュニティバス：路線バスの廃止代替や公共交通の空白地区解消を目的にした自主運行バスや、中心市街

地などの活性化を目的に運行する循環バスのように公費が投入され運行するバスサービス。 
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26 良質な住環境の形成《住環境》 

誰もが安心して快適な住生活を送ることができるようにするため、良質な住宅ストック

＊の形成に努めるとともに、高齢者や子育て世帯などが生活しやすい住宅支援を進めます。 

 

＊住宅ストック：既存の住宅の量。 

 

 

27 おいしい水道水の安定供給《上水道》 

将来にわたり、安全でおいしい水道水を安定的に供給するため、運営基盤の強化を図る

とともに、水道施設の計画的な更新や適正な維持管理に努めます。 

 

28 美しい景観の保全と形成《景観》 

三島ならではの自然や歴史、文化を生かした良好なまち並みを形成するため、地域の優

れた資源を活用し、魅力的な景観づくりを進めるとともに、景観形成の基準などに基づい

たまち並みの形成や眺望の保全に努めます。 

 

 

基本方針５  環境を保全し継承するまちづくり 

29 地球温暖化防止活動の推進《地球環境》 

かけがえのない地球環境を守り、良好な環境を次世代に引き継いでいくため、資源エネ

ルギーの有効利用をはじめ、地球温暖化防止対策を推進するとともに、環境教育の充実に

より、市民の地球環境保全の意識の向上を図ります。 

 

30 自然環境に配慮した生活環境の保全《生活環境・自然環境》 

多様な生命が育まれる自然環境や健全な生活環境を保全するため、大気、水質などの身

近な環境を監視します。また、市民、NPO、事業者の自主的活動を支援するとともに、自

然保護意識の啓発に努め、環境保全活動を推進します。 

 

31 循環型社会の形成《ごみ・リサイクル》 

限りある資源を大切にし、環境にやさしい清潔なまちづくりを進めるため、ごみの減量

化や資源化をさらに進め、持続的なごみの適正処理と効率的な施設の維持管理を行い、地

域の環境美化の向上や衛生の確保に努めます。 

 

32 健全な森林･水資源の保全《森林･水資源》 

森林の持つ治山・治水や水源かん養＊などの公益的機能の向上を図るため、市民の協力

を得て間伐・放置竹林対策などを進めるほか、森林の環境整備などにより健全な森の育成

に努めます。また、水資源を確保するため、周辺市町に協力と理解を求め連携しながら、

節水など合理的な水利用の推進とかん養に努めます。 

    

＊水源かん養：森林などの土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水や渇水を緩和する

機能。 
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33 緑と水辺空間の保全と創出《緑･水辺空間》 

緑と水を生かしたうるおいとやすらぎのある生活環境を創出するため、憩いの場となる

公園・緑地の整備や市街地の緑化を進めるほか、清らかな水辺環境の適正な管理に努めま

す。また、市民の貴重な財産である楽寿園を後世に引き継ぐため、豊かな緑と文化的な価

値の保全を図るとともに、水を生かし、誰からも愛される施設の魅力の向上に努めます。 

 

34 生活排水処理の推進《生活排水》 

快適な生活環境の確保と河川の水質保全を図るため、公共下水道の効率的な整備や適正

な施設管理に努めるとともに、合併処理浄化槽＊の設置を促進します。 

  

   ＊合併処理浄化槽：し尿に加えて、台所や風呂などから排出される生活雑排水を浄化する装置のこと。公共下

水道が整備されていない地域の生活排水対策として普及を促進している。 

 

基本方針６  学びと文化を育むまちづくり 

35 豊かな人間性と確かな学力の向上《幼児教育･小中学校教育》 

豊かな感性と、確かな学力を持つ心身ともに健康な子どもを育成するため、心の教育や

信頼される幼稚園・小中学校づくりなどを通して教育力の向上に努めます。また、子ども

たちが安全・安心に教育を受けることができる環境を整備します。 

 

36 青尐年の健全育成の推進《青尐年》 

次世代を担う青尐年の健やかな育成を図るため、リーダー養成や青尐年の主体的な活動

を支援するとともに、家庭や地域、学校との連携を強化し、教育相談や指導体制をはじめ、

自然体験を通じた学習交流の場や機会の充実を図り、良好な育成環境の整備に努めます。 

 

37 生きがいとなる生涯学習の推進《生涯学習》 

生涯にわたる学習を通じて自らを高め、生きがいある生活を送ることができるようにす

るため、いつでも、どこでも自由に学ぶことができる学習機会の提供に努めるとともに、

その成果をさまざまな形で生かすことができる活動を支援します。 

 

38 知識と情報の拠点としての図書館の充実《図書館》 

地域の情報拠点として市民の暮らしを支援するため、多様な資料を収集・保存し、必要

とする情報を提供できるよう図書館機能の充実を図ります。また、誰もが本に親しむよう

読書の普及に努めます。 

 

39 誰もが楽しめる生涯スポーツの推進《スポーツ･レクリエーション》 

生涯にわたりスポーツに親しみ、心身ともに健やかに暮らすことができるようにするた

め、スポーツ団体や地域、学校、企業との協働により、誰もが気軽に楽しめるスポーツ・

レクリエーション活動の普及を図るとともに、施設の充実に努めます。 
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40 郷土資源の継承と文化財の保全《郷土資源･文化財》 

郷土への愛着心を高め、伝統芸能や文化財を後世に引き継ぐため、後継者の育成に努め

るとともに、郷土の貴重な遺産である文化財の保護・保存を進め、郷土資料などの展示や

施設の充実を図ります。 

 

41 多様な文化･芸術活動の推進《文化･芸術》 

文化･芸術活動を通して豊かな感性と創造性を育むため、多彩な文化・芸術に接するこ

とができる機会の提供や施設の充実に努めるとともに、市民の文化芸術活動を支援します。 

 

42 多文化共生＊と国際交流活動の推進《多文化共生・国際交流》 

国籍を問わず、すべての人が互いの文化を認め合い、共に暮らしやすい社会を実現する

ため、外国籍市民相談の充実をはじめ、地域での交流を進めるなど、暮らしやすさの支援

に努めます。また、市民の国際理解を深めるため、関係団体などと連携し、姉妹都市や友

好都市との交流を進めます。 

  

＊多文化共生：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、対等な関係を築こうとしなが

ら、地域社会の構成員としてともに生きていくこと。 

 

43 平和都市活動の推進《平和活動》 

世界の恒久的な平和を実現するため、世界唯一の被爆国であるわが国で、改めて戦争の

悲惨さや平和の尊さを見つめ直し、誰もが平和を希求する心を持ち続けるよう、平和（核

非武装）宣言都市として平和都市活動を推進します。 

 

 

基本方針７  自治システムの充実したまちづくり 

44 連帯感のあるコミュニティの形成《コミュニティ》 

市民の主体的な活動によって、お互いが支え合う住みよい地域社会を形成するため、コ

ミュニティの意識づくりを推進します。 

また、自治会活動が円滑に進むようにするため、交流の促進や指導者の育成を支えると

ともに、活動の拠点となる施設の整備を支援します。 

 

45 市民主体のまちづくりの推進《協働》 

市民の自主的な社会貢献活動を一層活発にするため、ボランティアや NPOの活動を支援

します。また、協働による市民主体のまちづくりを進めるため、活動に必要な情報の共有

化に努め、まちづくりへの参画意識の高揚に努めます。 

 

46 男女共同参画の推進《男女共同参画》 

男女が互いの人権を尊重し合い、個性と能力を発揮しながら支え合っていける社会を実

現するため、男女平等の意識づくり、職場づくり、家庭環境づくりを推進するとともに、

あらゆる分野における男女共同参画を促進します。 
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47 的確な広報･広聴活動の推進《広報・広聴》 

行政情報を市民にわかりやすく伝えるとともに、市民の意見を市政に生かすため、迅速

で正確な情報の提供を進め、行政の説明責任を果たすとともに、多くの媒体や機会を通じ

た情報交換や広聴活動に努めるなど、市民に開かれた行政を推進します。 

 

48 便利な電子市役所の構築《電子市役所》 

情報通信技術（ICT）の活用により市民サービスを向上させるため、情報セキュリティ

に十分な配慮を講じた上で、証明書交付方法の充実をはじめ、インターネットを通した

的確な行政情報の提供、電子申請の利用拡大、市民との協働による地域情報の受発信な

どを推進します。 

 

49 適正で持続可能な財政運営《財政運営》 

中長期的視野に基づく、さまざまな行政課題に的確に対応するため、歳入の根幹をなす

市税の適正、公平な負担の確保や公有財産の適正な管理を図るとともに、公共事業のコス

ト削減や質の向上、民間活力の活用に努めるなど、将来的な財政負担を見極めながら、持

続可能な財政運営＊を図ります。 

     

＊持続可能な財政運営：今後、さらに厳しい財政運営が続くと予想されるなかで、これまで提供してきた市民

サービスの維持向上を図るため、公平な課税や収納率の向上を進めつつ、徹底した経費の縮減や効果的

な財源配分を行うなどによる健全な財政の運営。 

 

50 効率的･効果的な行政運営《行政運営》 

無駄のない、効率的な行政運営を進めるため、総合計画に基づき、効果的な行政評価＊

の運用や事務処理の簡素・合理化、行政課題に対応する弾力的な組織づくりや組織が活性

化する適正な人事管理に努めます。 

   

＊行政評価：行政機関で実施される政策、施策、事務事業について、有効性・効率性・目的妥当性などの視点

から行政の活動を見直し、行政の進め方を改善していくためのシステム。NPM（新公共経営）の手法で

ある計画（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・改善（Action）というマネジメントサイクルの評価・改

善に相当する。 

 

51 広域行政＊の推進《広域行政》 

市域を越えた広域的なまちづくりや行政課題に対応するため、近隣市町との連携を強化

し、住民ニーズや社会環境の変化を的確にとらえた質の高い行政サービスの提供に努めま

す。 

また、道路整備や河川改修など国や県が事業主体となる事業について、関係機関・団体

との連携を深めながら各事業の早期実現を図ります。 

  

 ＊広域行政：従来の府県あるいは市町村の行政区域の枠を越えて、広い区域で事務処理をすること。 
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第７章 計画の推進のために 

 

基本構想に基づき、計画全体を効果的に進めていくための基本的な考え方や留意すべき事項

を示し、将来都市像の実現を目指します。 

 

１ 協働 

新たな施策を効果的に展開し、さまざまな課題を解決していくためには、市民、NPO、

事業者などとパートナーシップを結ぶとともに、幅広く市民の意見を聞くほか、若い人た

ちの柔軟な発想や情熱、行動を積極的に取り入れるなど、より一層の協働の取り組みが必

要です。全国に先駆け実践してきた協働の実績と経験を踏まえ、各施策の計画の推進に当

たって、協働の考え方をこれまで以上に重視し、将来都市像の実現を目指します。 

 

２ ユニバーサルデザイン 

ユニバーサルデザインの理念に基づき、年齢、性別、身体、国籍などの違いを超えて、

誰もが快適に暮らせるよう配慮しながら将来都市像の実現を目指します。 

 

３ 情報公開、説明責任 

積極的な情報公開に努めるとともに説明責任を十分に果たしていくことで市民主体の

まちづくりを推進し、将来都市像の実現を目指します。 

 

４ 地域主権の行政運営 

地域主権の受け皿づくりが求められるなか、自治体自らの責任において自立した行政運

営を進めていくため、時代の変化に対応した柔軟な政策形成と経営の視点を導入した効率

的な行財政運営に努めながら、将来都市像の実現を目指します。 

 

５ 計画の運営方法 

計画に掲げる各施策を実現させるため、財政計画との整合性を図り、財源を担保すると

ともに、行政評価と連動させることで、施策の効果や効率性を検証しながら、行政サービ

スを行う行政運営の仕組みを取り入れ、将来都市像の実現を目指します。 

 

 


