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市　　章

佐伯市の頭文字「Ｓ」を図案化したもので、緑豊かな山々と清流、豊饒の

豊後水道にあって、市民が連携し、歴史や文化を大切にしながら未来に向

かっていくことを表しています。

～佐伯市民憲章～
『みんなの誓い』

わたしたちは、九州で一番広い佐伯の市民です。
この広大な地に、やさしさが満ちあふれる元気なまちをめざし、
ここに『みんなの誓い』を定めます。

一　山・川・海の豊かな自然に感謝し、こころ憩えるまちをつくります。

一　郷土の歴史と伝統を大切にし、文化薫るまちをつくります。

一　子どもを慈しみ、高齢者を尊敬し、こころ通うまちをつくります。

一　こよなくスポーツを愛し、明るく健康なまちをつくります。

一　いきいきと働き、産業をおこし、活力みなぎるまちをつくります。

いこ

かお

そんけいいつく



　佐伯市は、平成 20 年度に「九州一の広大なやさしさ 佐伯市」を将来像

とする「第一次佐伯市総合計画」を策定し、市民の皆様と共に市政を運営し

てまいりました。この第一次佐伯市総合計画は、基本構想 10 年（平成 20

年度から平成 29 年度）と前期基本計画 5 年（平成 20 年度から平成 24 年度）

で構成されております。

　今般、平成 24 年度をもって前期基本計画が終了することから、後期基本

計画 5 年（平成 25 年度から平成 29 年度まで）を策定しました。

　策定に当たりましては、前期基本計画の検証を行い、その検証結果を基に、

計画の改訂を行っています。

　特に、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災を受けて、防災に関

する分野については、大幅な見直しを行っています。また、産業振興に関す

る分野においても経済の活性化が地域の振興につながるという考えの下、よ

り具体的な取組について見直しを行いました。

　これらを念頭に置きながら、基本目標及び個別目標に沿って具体的な取組

を着実に実施し、第一次佐伯市総合計画の最終目標年度である平成 29 年度

には、それぞれの目標が達成できるよう市政を運営してまいります。

　最後になりましたが、本計画の策定に御協力をいただきました各審議委員

の皆様をはじめ、関係各位に対しまして厚く御礼を申し上げます。

　平成 25 年 3 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐伯市長　西　嶋　泰　義

発刊の御挨拶
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Ⅰ　後期基本計画の策定に当たって

１　計画の概要
　本市では、市の将来像を「九州一の広大なやさしさ　佐伯市」と定めて、平成 20 年 6
月に「第 1 次佐伯市総合計画」を策定しました。この計画は、基本構想 10 年（平成 20
年度から平成 29 年度）、前期基本計画 5 年（平成 20 年度から平成 24 年度）で構成され
ています。
　今回、前期基本計画の計画期間満了に伴い、後期基本計画（平成25年度から平成29年度）
を策定します。

２　計画の構成
　総合計画とは、自治体の全ての計画の基本となる計画のことです。この計画に基づき、
様々な分野にわたる事務事業を一つの方向性のもとに計画的に推進していきます。
　本市の総合計画は、まちの将来像やまちづくりの基本理念など、本市のまちづくり全般
の基本事項を示した基本構想、基本構想で示された都市像を実現するための施策を定める
長期計画である基本計画、基本計画で方向付けられた施策を具体的な事業として実現する
実施計画で構成されています。
　基本構想は、平成 20 年度から平成 29 年度の 10 年間、基本計画は、後期基本計画と
して平成 25 年度から平成 29 年度の 5 年間としました。実施計画は、3 年間の計画をロー
リング方式で毎年度改訂しています。
　
○総合計画と個別計画の関係
　総合計画は、市の最上位計画です。その他の個別計画は、各分野毎に分類され、総合計
画の下部計画として位置付けられています。

総合計画

自然環境

環境基本計画

生活基盤

水道事業
基本計画

都市計画
マスタープラン

中心市街地活性
化基本計画

生活環境

一般廃棄物
（ごみ）処理
基本計画

地域防災計画

保健医療福祉

地域福祉計画

健康づくり計画

介護保険
事業計画

教育文化

長期総合
教育計画

産業振興

森林整備計画

商工業振興計画

農村振興
基本計画

まちづくり

男女共同
参画計画

食育推進計画

地域づくり計画

行財政

行財政改革推進
プラン

※上記は、総合計画と各個別計画の関係を示すためのイメージ図であり、全ての個別計画を掲載
しているものではありません。
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○総合計画と各個別計画

年度

佐伯市都市計画マスタープラン

佐伯市環境基本計画「さいき９０３エコプラン」

佐伯市水道事業基本計画

佐伯市簡易水道事業統合計画

佐伯市地域公共交通総合連携計画
佐伯市中心市街地循環バス社会実験運行
  基本計画・実施計画

佐伯市中心市街地活性化基本計画

佐伯市一般廃棄物（ごみ）処理計画
佐伯市生活排水処理基本計画

佐伯市生活排水処理施設整備構想

佐伯市地域防災計画

佐伯市住宅・建築物耐震化促進計画

佐伯市情報化基本計画

第2期佐伯市健康づくり計画「さーいきいき健康２１」

佐伯市特定健康診査・特定保健指導実施計画

老人福祉計画及び介護保険事業計画

佐伯市地域福祉計画

さいき子ども育成支援行動計画

佐伯市障がい者福祉計画
佐伯市障がい福祉計画（第3期）

災害時要援護者避難支援プラン全体計画

佐伯市人権施策基本計画

佐伯市公営住宅長寿命化計画

（H２0～29）

（H２1～35）

（H２1～35）

（H２0～2 9）

（H２1～25）

（H18～25）

（H21～）

（H21～）

（H２4～ ）

（H1 8～）

（H 20～）

（H20～28）

（H1 5～3 2）

（H２3～２6）

（H２7～3 1）

（H23～3 2）

（H２2～２6）

（H２5～34）

（H２5～29）

（H２4～26）

（H２2～26）

（H２4～26）

総合計画

自然環境
分野

生活基盤
分野

生活環境
分野

保健医療
福祉分野

第1次佐伯市総合計画基本構想（10年間）

前期基本計画（5年間） 　　　　　  後期基本計画（5年間）

20年度　　21年度　 22年度　 23年度　 24年度　 25年度　 26年度　 27年度　 28年度　 29年度
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20年度　　21年度　 22年度　 23年度　 24年度　 25年度　 26年度　 27年度　 28年度　 29年度

佐伯市長期総合教育計画「さいき　まなび　プラン」

佐伯市長期総合教育計画「さいき　まなび　プラン

（H２4～２8）

（H２4～２8）

（H２2～２6）

（H２3～２5）

（H２2～31）

（H２0～２9）

（H２1～）

（H２5～）

佐伯市森林整備計画

佐伯市食育推進計画「さいき『食』のまちづくりレシピ」

佐伯市鳥獣被害防止計画

佐伯市商工業振興計画

（H２1 ～２5 ）佐伯市男女共同参画計画

佐伯市農村振興基本計画

第２期佐伯市行財政改革推進プラン

教育文化分
野

年度

まちづくり
分野

行財政分野

産業振興分
野

※表中の個別計画については、現時点での計画期間（策定予定を含む）で掲載していますので、
変更になる場合があります。

３　基本構想におけるまちの将来像
　第 1 次佐伯市総合計画基本構想（平成 20 年度から平成 29 年度）において、本市の将
来像を示し、活性化推進のための重点プロジェクトを設定しています。

• Ⅰ 　地域資源を活用し、交流人口を増加させます。
• Ⅱ 　産業を振興し、雇用の場を増やします。
• Ⅲ 　定住促進対策を進め、定住者を増やします。
• Ⅳ 　「安全・安心なまち」をつくります。
• Ⅴ 　公共交通網を整備します。
• Ⅵ 　子どもが安心して育つまちをつくります。
• Ⅶ 　中心市街地を元気にします。
• Ⅷ 　文化芸術の振興に取り組みます。
• Ⅸ 　市民参加のまちづくりに新たに取り組みます。

将来像 九州一の広大なやさしさ　佐伯市

重点プロジェクト
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４　地勢と歴史
　佐伯市は、大分県の南東部に位置し、北は津久見市、西は臼杵市及び豊後大野市、南は
宮崎県境に接しています。南部から西部にかけては「祖母傾国定公園」の一角をなす山々
に囲まれ、東部は遠くに四国を望む豊後水道に面し、「日豊海岸国定公園」に指定されて
いる約 270km に及ぶ美しいリアス式海岸が続いています。
　年間平均気温は 16 度前後と温暖な気候で、冬でも積雪はほとんどありません。
また、九州有数の清流番匠川をはじめ多くの支流も有し、豊かな水に恵まれた地域でもあ
り、市の中心地はその番匠川の河口に広がる沖積平野にあります。これら自然の特性は、
豊富な森林資源を背景にした林業、温暖な気候を利用した農業、豊後水道の恵みをいかし
た水産業を、それぞれはぐくんでいます。
　平成 17 年 3 月 3 日、大分県佐伯市と大分県南海部郡（上浦町、弥生町、本匠村、宇
目町、直川村、鶴見町、米水津村、蒲江町）の 5 町 3 村が合併して、広大な新「佐伯市」
が誕生しました。人口 76,951 人（平成 22 年国勢調査）、面積は 903.4 平方キロメートル、
九州で一番広い面積をもつまちです。ちなみに佐伯市の面積を 2.4 倍すると、東京都の広
さになります。
　佐伯地方は、平安時代には、介（国の地方長官、国司のこと）である大神氏一門が所領
していて、後の佐伯氏はここの地名を名乗りました。余談ですが、番匠川流域の主な農地
は、ほとんどがこの時期に開墾されました。
　さて、佐伯氏は平氏から源氏への政権交代、鎌倉、室町の混乱した時代を、乗り越えま
したが、豊臣秀吉の朝鮮出兵に従軍した大友義統の豊後徐国を機に藤堂氏の家臣となり、
伊予（現愛媛県）に移りました。
　佐伯氏が四国に去って、その後、毛利氏（森氏）が佐伯に封ぜられました。この毛利氏
は、もとは尾張の在郷武士で、木下藤吉郎に仕え名をあげた人です。毛利氏の時代は、江
戸時代の 270 年間続きました。佐伯市のシンボル「城山」に佐伯城【鶴屋（谷）城】が
築かれたのもこの時代です。佐伯藩の表高は 2 万石ですが、水産物や木材の運上金のため、
藩の財政は 6 万石以上のものがあったようです。
　明治になると、廃藩置県により佐伯県を経て大分県になりました。この頃、佐伯地域は
15 の区に区分され、現在の区割りの基礎ができました。その後、市町村制がしかれ、合
併前の市町村に収束していきます。その間、西南の役の戦場となり、日清・日露の両戦争
では、華々しい勝報の一方で少なからぬ戦死者を出しました。第２次世界大戦にも多くの
人が出征し、数多の人が戦死しました。大戦中、佐伯は軍都、軍港として栄え、連合艦隊
が真珠湾へ向かうため単冠湾へ向け出港したのは、この地佐伯からでした。戦争末期には
空襲で多くの市民が死亡するという悲劇にも見舞われました。戦後は、県下で最も早く工
業都市として発展し、高度経済成長、オイルショックを経て現在に至っています。
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５　将来人口と年齢構成
（１）人口
　日本全体の人口は、平成 22 年（2010 年）の国勢調査では、1 億 2,805 万人で、平成
29 年（2017 年）には、1 億 2,573 万人（232 万人減）になると推計されています（国
立社会保障・人口問題研究所推計（平成 24 年 1 月）から）。
　大分県の人口推移は、昭和 60 年の 125 万人をピークとして減少に転じており、平成
22 年の国勢調査では、35 年ぶりに 120 万人（119 万６千人）を下回る結果となっています。

（大分県長期総合計画から）
　本市の平成 22 年の国勢調査における人口は、76,951 人（平成 22 年 10 月 1 日現
在）となっています。それから算出した目標年次（平成 29 年度）における人口は、約
70,000 人と推計されます。
　前回の計画策定時に算出した目標年次（平成 29 年度）の人口は、約 71,000 人と推計
されていました。（平成 17 年の国勢調査を基に推計）。
　基本構想に掲げた「73,000 人の人口を維持します」という指標に向かって更なる取り
組みが必要となります。

○佐伯市の人口推移（平成 29年は推計値）

平成７年
（１９９５年）
８８,１１６人

平成12年
（2000年）
８4,449人

平成17年
（2005年）
80,297人

平成22年
（2010年）
76,951人

平成29年
（2017年）
約70,000人

※人口推計については、国勢調査による人口を基礎として、コーホート変化率法を用いて予測し
ています。

（２）年齢構成
　日本全体の年齢構成の推移をみると、年少人口（０歳から 14 歳）割合は、平成 22 年
の 13.1 パーセントから平成 29 年には、12.2 パーセントと減少する。一方、老年人口（65
歳以上）割合は、平成 22 年の 23.0 パーセントから平成 29 年には、28.0 パーセントと
増加する見込みです。日本の少子・高齢化は進行していく見込みです（国立社会保障・人
口問題研究所推計（平成 24 年 1 月）から）。
　本市の年齢構成は、平成 12 年（2000 年）から平成 22 年（2010 年）までの 10 年間
を考察すると、老年人口（65 歳以上）割合は、7.0 ポイント上昇し、32.4 パーセントで
す。生産年齢人口（15 歳から 64 歳）割合は、4.7 ポイント減少し、55.9 パーセントとなっ
ています。年少人口（０歳から１４歳）割合は、2.3 パーセントの減少で、11.7％となっ
ています。推計では、今後もこの少子・高齢化の傾向は変わらないと予測されます。
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○人口と年齢構成の推移

○佐伯市の人口構成の推移（国勢調査数値）　　　　　　　単位：人口（人）、割合（％）

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年 H29年

老年人口

生産年齢人口

年少人口

※平成 27 年及び平成 29 年は、推計による人口構成数です。

年少人口
（０歳から14歳）

生産年齢人口
（15歳から64歳）

老年人口
（65歳以上）

人口 割合 人口 割合 人口 割合

平成2年
(1990年) 16,619 18.2 58,999 64.7 15,594 17.1

平成7年
(1995年) 13,944 15.8 55,627 63.1 18,545 21.0

平成12年
(2000年) 11,796 14.0 51,171 60.6 21,440 25.4

平成17年
(2005年) 10,255 12.8 46,871 58.4 23,171 28.8

平成22年
(2010年) 8,987 11.7 43,052 55.9 24,912 32.4

平成29年
(2017年)
※推計

7,200 10.3 36,200 51.7 26,600 38.0
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○他市との人口構成比較（平成 22年国勢調査）　　　　　　　　　　　　　　単位：％

　 年少人口割合
（０歳から14歳）

生産年齢人口割合
（15歳から64歳）

老年人口
（65歳以上）

老年人口
（75歳以上）

【再掲】

佐伯市 11.7 55.9 32.4 17.7

大分市 14.5 65.1 20.4 9.8

別府市 11.4 60.9 27.8 14.2

中津市 14.1 60.4 25.5 13.5

日田市 13.6 57.4 29.0 16.2

６　財政状況
　前期基本計画期間中に実施した第 1 期佐伯市行財政改革推進プラン（以下、「行革プラン」
という。）は、基本的方針（「平成 21 年度末の取崩型の基金残高を 20 億円以上保有する。」、

「平成 21 年度末の職員数を 1,100 人以下とする。」）を達成し、一定の成果を残す結果と
なりました。
　しかしながら、今後到来する借入金の償還のピーク、その先にある交付税加算措置の廃
止など、まだまだ安心できる財政状況にはありません。
　平成 22 年度に策定された第２期行革プラン（平成 22 年度から平成 26 年度）でも、「平
成 26 年度末の市債残高を 21 年度末から 100 億円削減する。」、「平成 26 年度末の職員数
を 920 人以下とする。」の基本的方針のもと、財政運営の健全化に取り組むとした厳しい
内容となっています。
　佐伯市の財政状況をみたときに着目すべき点は、類似都市と比較しても依然として大き
な市債残高を有していることと、平成 27 年度以降、実施される合併算定替えによる交付
税の減額です。
　また、高齢化に伴う社会保障費や防災対策費など、今後の財政負担を増加させる課題は
山積されており、今後も行財政改革を継続し、財政力の安定を図る必要があります。

７　市民意識調査の傾向
　後期基本計画の策定にあたり、市民意識調査（市民アンケート）を実施しました。前期
基本計画の策定時にも同様の調査を行っています。今回は、前回との比較をするため、設
問内容は変えずに実施しました。調査結果は、別紙「市民意識調査（市民アンケート）結果」
にまとめていますが、市民の意向については、総体的に大きな変化は見られませんでした。
その中で前回同様の傾向として、少子高齢化対策、インフラの充実を望む声が強い結果と
なっています。また、東日本大震災の影響から防災関連への意識が高まっている点は、前
回との比較でもはっきり確認できます。これらの意見も反映した計画策定を行いました。
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Ⅱ　後期基本計画のあらまし

１　後期基本計画の目的
　この後期基本計画は、基本構想に掲げた「将来像」を実現するための目標を設定し、計
画期間内における市政運営の指針とするものです。

２　後期基本計画の構成
　この後期基本計画は、市民意識調査（市民アンケート）の結果を踏まえながら、前期基
本計画の検証を経て、策定しました。構成は、前期基本計画と同じく、8 つの分野別にそ
れぞれ基本目標を設け、基本目標の下にこれを達成するための個別目標を掲げる「分野別
計画」としました。なお、前期基本計画で策定した地域別振興計画については、分野別計
画のまちづくり分野に新たな個別目標を設けて、分野別の中に包括しました。

３　計画の目標年次
　基本計画の目標年次は、平成 29 年度（2017 年度）とします。
　なお、一部計画には、個別の計画との整合性を持たせるため目標年次に違いがある場合
があります。

４　分野毎の構成
　各分野には、「基本目標」、「個別目標」、「具体的な取組」、「目標（値）」を設定しています。
　基本的な構成は前期基本計画と変わっていませんが、「具体的な取組」と「目標（値）」
については、改訂箇所に「☆」を記載しています。
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Ⅲ　後期基本計画

１　自然環境分野

２　生活基盤分野

３　生活環境分野

４　保健医療福祉分野

５　教育文化分野

６　産業振興分野

７　まちづくり分野

８　行財政分野
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基本体系

将来像　九州一の広大なやさしさ　佐伯市

自然環境
分野

豊かな自然環境を次世代に引き継ぐまちをつくる
・目標1　地球環境への思いやりをもち、自然環境の保全に取り組む
・目標 2　健全な生態系が維持できるよう自然環境にやさしい整備を行う

・目標1　衛生的で健康的な水を供給する
・目標 2　利便性の高い道路網等の整備を行う
・目標 3　市街地、特に中心市街地の活性化を行う
・目標 4　利便性の高い、生活交通体制を構築する

・目標1　環境に優しいクリーンなまちをつくる
・目標 2　市営住宅の維持管理や公園及びオープンスペースの整備を行う
・目標 3　災害に強いまち（人）をつくる

・目標1　地域医療体制の整備と健康づくり事業の推進を行う
・目標 2　地域福祉活動を推進し、福祉体制の整備を図る
・目標 3　子育てが楽しくなるまちをつくる

・目標1　豊かな教育環境の整備を行う
・目標 2　いつでもいつまでも学び、楽しめる場と機会をつくる
・目標 3　子どもたちの豊かな心の育成を図る

・目標1　地域資源を有効活用した農林水産業の振興とブランド化に取り組む
・目標 2　意欲を持って仕事ができるよう、企業活動の環境整備や支援を行う
・目標 3　住んでよし、訪れてよしの地域づくりを観光振興につなげる　

・目標1　行政運営の効率化を行う
・目標 2　行政サービスの向上に努める
・目標 3　健全な財政運営を行う

・目標1　一人ひとりの人権を大切にする
・目標 2　地域づくりに向けた市民の活動を活発にする
・目標 3　交流を通じ、縁（えにし）豊かなふれあいを行う
・目標 4　利便性を高め、より開かれた行政サービスを提供する
・目標 5　地域の個性を尊重し、特性をいかしたまちづくりを進める

都市機能の充実した豊かなまちをつくる

安全で住みよいまちをつくる

みんなが安心して暮らせるまちをつくる

人が学び、人が活き、人が育つ教育の創造

産業を振興し、仕事と地域を誇れるようなまちをつくる

市民サービスの充実を基本に、効率的な経営を行う

思いやりとやさしさに満ちあふれた、一人ひとりがのびのびと個性を発揮で
きるまちをつくる

生活基盤
分野

生活環境
分野

保健医療
福祉分野

教育文化
分野

産業振興
分野

まちづく
り分野

行財政
分野
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１　自然環境分野

１　自然環境分野

　本市が持つ山・川・海の豊かな自然環境は、市民の癒しの場であるとともに、国土の保
全、水源のかん養などに重要な役割を果たしています。わたしたちにとってかけがえのな
い貴重な財産です。豊かで美しいこの自然環境を次世代へと引き継いでいかなければなり
ません。
　このため、「佐伯市環境基本計画 ( さいき 903 エコプラン )」（注）に基づき、市民・事
業者と行政が一体となって環境保全に取り組みます。

豊 か な 自 然 環 境 を
次 世 代 に 引 き 継 ぐ ま ち を つ く る

《基本目標》

※「佐伯市環境基本計画（さいき 903 エコプラン）」とは、環境の保全・創造に関する施策を中・
長期的な観点から総合的・体系的に進めていくための計画です（平成 20 年 3 月策定）。

　市民・事業者・行政に対し、環境保全に取り組む上での指針を示しています。

※さいき 903 エコプラン…903k㎡という九州一広大な佐伯市において、合併した９つの地域が、
輪になり、市民・事業者・行政の３者が一体となって環境問題に取り組んでいくという思いを
表しています。

　１　基本目標 　２　個別目標の設定

豊かな自然環境を
次世代に引き継ぐ
まちをつくる

【目標１】
地球環境への思いやりをもち、自然環境
の保全に取り組む

【目標２】
健全な生態系が維持できるよう自然環境
にやさしい整備を行う
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１　自然環境分野

　大気の汚染、温暖化やオゾン層の破壊など、さまざまな問題が発生しています。今、
市民一人ひとりに、問題解決に向けた地道な取組が求められています。この取組が、ひ
いては本市の有する豊かな自然環境の保全と維持につながり、地球環境を守ることにな
るのです。

　市民レベルの環境保全活動である「さいき 903 クリーンアップ大作戦」を実施しま
したが、事業所の参加が少なく、温室効果ガス削減の取組も家庭や事業所に広げること
ができませんでした。環境保全意識を広く促す取組が求められています。

（１）「環境基本計画」により、市民・事業者と行政が一体となり、地球にやさしい取
組を行います。

（２）☆省資源・省エネを進め、地球温暖化防止の取組を推進します。

（３）☆廃食油の回収を全市内に拡大し、地球温暖化防止と循環型社会の形成を推進し
ます。

（４）☆「佐伯市清流保全条例」に基づき、清流の保全のための活動を支援します。

（５）河川愛護意識の高揚を図り、番匠川を九州で一番の清流河川にします。

（６）☆佐伯市自然環境調査の結果を踏まえた追跡調査と希少種等の保護保全に努めま
す。

地 球 環 境 へ の 思 い や り を も ち 、
自 然 環 境 の 保 全 に 取 り 組 む

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標１》



ー 13 ー

１　自然環境分野

（１）☆全市一斉清掃活動など地域の美化活動への参加率を向上させます

（２）☆住宅用太陽光発電システムの普及を拡大します

（３）☆軽油（重油）代替燃料として、BDF 利用量を増加させます

（５）河川愛護デーの取組を推進します（参加者数の増加）

（４）番匠川の清浄化
　　　番匠川を九州で一番の清流河川にします

　５　目標（値）

現状値 19 年度（ 2007 年度） 78％
目標値 28 年度（ 2016 年度） 80％以上

現状値 22 年度（ 2010 年度） 45 戸に 1 基
目標値 28 年度（ 2016 年度） 20 戸に 1 基以上

現状値 22 年度（ 2010 年度） 年間 11,115 リットル
目標値 28 年度（ 2016 年度） 年間 30,000 リットル以上

設定時 19 年度（ 2007 年度） 13,000 人／年
現状値 23 年度（ 2011 年度） 14,600 人／年
目標値 29 年度（ 2017 年度） 15,500 人以上／年

設定時 19 年度（ 2007 年度） 九州　第 6 位
現状値 22 年度（ 2010 年度） 九州　第10位
目標値 29 年度（ 2017 年度） 九州　第 1 位

※ＢＤＦとはバイオ・ディーゼル・フューエルの略。生物由来油から作られるディーゼルエ
ンジン用燃料の総称であり、バイオマスエネルギーの一つである。

　平成 22 年度調査時、九州では第 10 位（平成 22 年九州地方一級河川の水質状況調べ）
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１　自然環境分野

　自然環境は、生活の根幹にかかわる水源のかん養や国土の保全、空気の清浄化、食料
の供給、また人々の憩いの場・癒しの場として大切なものです。
　わたしたちは、生活の基盤である山・川・海の豊かな自然を守り、健全な生態系を維
持するための取組を行います。

　森林は皆伐問題、河川は流木の問題、海は漂着ゴミ問題をそれぞれ抱えてい
ます。継続的な対策を行うことが求められています。

（１）地球温暖化防止等の機能が発揮できる森林整備に取り組みます。

（２）海岸清掃や底曳網にかかったごみの回収処理を定期的に行うことで、海の環境保
全に努めます。

（３）☆緑の募金事業、森林環境税の事業等で地域の緑化活動を啓発推進していきま
す。

（４）全市的に河川愛護の意識の高揚を図ります。

（５）ボランティア活動等による市民参加の森林づくりに取り組みます。

（６）☆流木防止のため、林地残材の適切な処理を図るとともに、バイオマス（注）と
しての利活用を検討します。

健 全 な 生 態 系 が 維 持 で き る よ う
自 然 環 境 に や さ し い 整 備 を 行 う

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標２》

（注）バイオマスとは、樹木、草、海草、農産廃棄物、林産廃棄物などの大量に存在する生
物資源のことで、その燃焼等で発生する炭酸ガス量は木が枯れバクテリアで分解され
発生する量と同等であるため、地球温暖化の炭酸ガス排出量にカウントする必要がな
い再生可能エネルギーであり、地球温暖化防止のためにも、今後の有効利用が期待さ
れています。



ー 15 ー

１　自然環境分野

（１）☆地球温暖化防止のため再造林を促進します

　５　目標（値）

目標値
25 年度から 29 年度まで

（ 2017 年度）
1,500ha 以上の再造林の実施

（２）森林ボランティア等の取組を推進します
山林の環境を整えるとともに、その意義や重要性を広めるため、森林ボラン

ティアや植林ボランティアの参加者を増加させます。

設定時 19 年度（ 2007 年度） 260 人
現状値 23 年度（ 2011 年度） 280 人
目標値 29 年度（ 2017 年度） 300 人以上の参加
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２　生活基盤分野

２　生活基盤分野

　本市は、平成 17 年の市町村合併により、総面積が９０３平方キロメートルと九州一広
い市となりました。大分県と宮崎県の県境にあり、地勢は大まかに広大な山間部とリアス
式の長い海岸線、それに番匠川河口に開けた市街地となっています。複雑な地形と広大さ
ゆえに、インフラの整備は総じて遅れています。このため、都市部と山間部、海岸部とを
結ぶ道路網の整備を中心に進めます。併せて東九州自動車道の早期開通に向けた取組を行
います。
　まちづくりの核となる中心市街地は、空洞化による定住人口の減少が続いています。「中
心市街地活性化基本計画」に基づき、にぎわいを創出します。

都 市 機 能 の 充 実 し た 豊 か な ま ち を つ く る

《基本目標》

　１　基本目標 　２　個別目標の設定

都市機能の充実
した豊かなまち
をつくる

【目標１】
衛生的で健康的な水を供給する

【目標２】
利便性の高い、道路網の整備を行う

【目標３】
市街地、特に中心市街地の活性化を行う

【目標４】
利便性の高い、生活交通体系を構築する
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２　生活基盤分野

　快適で住みよいまちづくりを進めるため、水道水の安全で安定的な供給と経営の健全
化に取り組み、地域格差のない水道システムを確立します。

　地域別水道事業会計の統合が進みました。新水源地の確保を行い、地域格差と水道水
の安定供給にめどが立ちました。今後は、山間部の渇水対策と、老朽化した送配水管の
敷設替えが課題です。

（１）「佐伯市水道事業基本計画」に基づき、水道施設の整備に取り組みます。

（２）「佐伯市簡易水道事業統合計画」により、安定した水道水を供給します。

（３）☆監視システムを活用し、維持管理の省力化と安全管理に取り組みます。

衛 生 的 で 健 康 的 な 水 を 供 給 す る

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標１》

（１）水道施設に対する市民の満足度を向上させます
　　　（総合計画市民アンケート調査結果による。）

　５　目標（値）

設定時 19 年度（2007 年度） 58％
現状値 23 年度（2011 年度） 60.8％
目標値 29 年度（2017 年度） 70％以上
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２　生活基盤分野

　地域の活性化を推進するため、高速道路・地域間交流道路・生活圏道路を含むすべて
の道路網の整備に取り組みます。

　東九州自動車道の建設は着々と進み、国道 217 号バイパスも完成しました。一方、
番匠川河口橋、浦代トンネル、戸穴バイパスは着工に至りませんでした。
　主要県道の早期着工と、市道全般にわたる地区要望にきめ細やかな対応が望まれます。

（１）東九州自動車道「佐伯～蒲江間」「蒲江～北川間」の早期開通（平成26年度）
をめざします。

（２）国道や主要な県道については、国や県に積極的に働きかけるとともに、市道の改
良及び整備を促進し、各地域間を結ぶ循環型の道路網の整備に取り組みます。特
に合併に伴う支援道路の整備には、強く要望をしていきます。

（３）市道の新設道路改良については、低コストで費用対効果の高い市道の整備に努
め、地元の協力体制の下、事業の早期完成をめざします。

（４）☆「橋梁長寿命化修繕計画」に基づいて橋梁整備を行います。

（５）☆社会情勢の変化に基づき、都市計画道路の見直しに取り組みます。

利 便 性 の 高 い 道 路 網 の 整 備 を 行 う

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標２》
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２　生活基盤分野

（１）道路の整備に対する市民の満足度を向上させます
　　　（総合計画市民アンケート調査結果による。）

（３）都市計画道路の整備率を向上します

　５　目標（値）

設定時 19 年度（ 2007 年度） 35％
現状値 23 年度（ 2011 年度） 42.5％
目標値 29 年度（ 2017 年度） 50％以上

設定時 19 年度（ 2007 年度） 52.8％
現状値 24 年度（ 2012 年度） 67.8％
目標値 29 年度（ 2017 年度） 69％以上

（２）☆市道の道路改良を推進します

現状値 23 年度（ 2011 年度） 総延長　609,132 ｍ
目標値 29 年度（ 2017 年度） 総延長　618,000 ｍ



ー 20 ー

２　生活基盤分野

　我が国では、人口が減少に転じ超高齢化社会を迎える中、多くの「まち」で住宅、商
業施設、病院等が郊外に立地して、車を持たない高齢者などの交通弱者にとっては生活
しにくい拡散型の都市構造が顕著になってきました。
　このような流れに歯止めをかけ、高齢者も含めた多くの市民が暮らしやすい「まち」
にする必要があります。もともと中心市街地は、公共交通ネットワークや都市機能・イ
ンフラなどのストックがある地域で、効果的・効率的に都市機能を集積する拠点として
は最適な「まち」の顔ともいうべきエリアです。
　これからは、中心市街地に都市機能をコンパクトに集積させ、都市の個性や歴史を活
かした生活拠点をつくっていく必要があります。
　今後も商工会議所や市民との連携を図りながら、「佐伯市中心市街地活性化基本計画」
に基づき、活性化策を推進します。

　現在、中心市街地活性化基本計画に沿って、社会資本整備総合交付金を活用して駅前・
港地域交流センターをはじめ各種事業を実施しています。このうち、大手前開発事業に
関しては、内容や手法について見直しを行います。

（１）都市機能の集積したまちづくりを推進し、活気ある市街地の整備に取り組みま
す。

（２）☆中心市街地活性化基本計画に掲げた事業を実施することにより、中心市街地内
における居住人口の減少を抑制するとともに、歩行者通行量と歴史と文学のみち
の観光入込客数の増加を図ります。

（３）☆第２期中心市街地活性化基本計画の策定に取り組みます。

市 街 地 、 特 に 中 心 市 街 地 の 活 性 化 を 行 う

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標３》
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２　生活基盤分野

（１）中心市街地の区域内居住人口の減少を抑制します

（３）☆歴史と文学のみちの観光入込客数を増加させます

　５　目標（値）

設定時 19 年度（ 2007 年度） 7,380 人
現状値 24 年度（ 2012 年度） 7,028 人
目標値 29 年度（ 2017 年度） 7,000 人

（２）☆中心市街地における歩行者通行量を増加させます

現状値 23 年度（ 2011 年度） 2,239 人／日
目標値 29 年度（ 2017 年度） 2,500 人／日

現状値 22 年度（ 2010 年度） 172,000 人／年
目標値 29 年度（ 2017 年度） 182,000 人／年
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２　生活基盤分野

　既存の路線バスの維持に努めるとともに、交通事情や地域の特性に応じたコミュニ
ティバス等の運行により、生活交通手段の確保に取り組みます。

　民間バス路線の減便や廃止が相次ぎ、地域住民の交通手段確保が求められています。
コミュニティバスの運行に加え、新たな仕組みが求められています。

（１）民間路線バスを維持するため、生活路線維持補助を継続し、あわせて、バス事業
者と協議しながら、利用促進を図ります。

（２）☆各地域においてコミュニティバス等の適切な運行を行い、公共交通網の整備に
取り組みます。

（３）☆鉄道・航路等の交通手段の確保に取り組みます。

利 便 性 の 高 い 、 生 活 交 通 体 系 を 構 築 す る

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標４》

（１）公共交通機関に対する市民の満足度を向上させます
　　　（総合計画市民アンケート調査による満足度）

　５　目標（値）

設定時 19 年度（2007 年度） 24％
現状値 23 年度（2011 年度） 24.9％
目標値 29 年度（2017 年度） 30％以上
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３　生活環境分野

３　生活環境分野

　まちの住みやすさは、環境に左右されます。ごみの減量やリサイクルを進めることが、
市民の快適な日常生活につながります。清掃活動など住環境を守る活動に、市を挙げて取
り組みます。
　住みやすさとは、災害への備えでもあります。東南海・南海地震と津波を想定した対策
を講じ、併せて防犯活動に取り組みます。

安 全 で 住 み よ い ま ち を つ く る

《基本目標》

　１　基本目標 　２　個別目標の設定

安全で住みよい
まちをつくる

【目標２】
市営住宅の維持管理や公園及びオープン
スペースの整備を行う

【目標３】
災害に強いまち（人）をつくる

【目標１】
環境に優しいクリーンなまちをつくる
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３　生活環境分野

　美しいまちづくりをめざし、市民・事業者と行政が一体となり、ごみの分別・減量化
や生活排水対策に取り組みます。

　3R（注）の推進やさいき 903 クリーンアップ大作戦の実施で、市民の環境意識は向
上しました。今後も、ごみの減量に一層の工夫が必要です。下水道への接続を促す取組
も求められています。

（１）一般廃棄物（ごみ）処理計画の見直しを行い、今後のごみの減量化及び処理方法
の方向性を決定します。

（２）ごみの分別・減量化に取り組むとともに、循環型のまちづくりを進めるため、市
民の意識改革に取り組み、３Ｒの協働を推進します。

（３）☆「佐伯市生活排水処理基本計画」を策定し、汚水の処理方法の方向性を決定し
ます。

（４）☆「佐伯市生活排水処理施設整備構想」の見直しを行い、生活排水処理施設の整
備促進と水洗化の向上に取り組みます。

（５）「佐伯市環境基本計画」に基づき、市民・事業者と行政が協働で、生活環境を守
る取組を行います。

環 境 に 優 し い ク リ ー ン な ま ち を つ く る

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標１》

（注）「3R（スリーアール）」とは、「リデﾕース」「リユース」「リサイクル」というごみ
の処理や優先順位のことです。リデﾕース（reduce）とは、ごみの排出抑制、リユース
（reuse）とは、再使用、リサイクル（recycle）とは、再生利用をいいます。それぞれの
頭文字を取って3Rと呼ばれます。
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３　生活環境分野

（１）１人一日当たりのごみ排出量を削減します

（３）☆汚水衛生処理率（合併処理浄化槽人口及び集合処理利用人口）を向上させます

　５　目標（値）

設定時 17 年度（ 2005 年度） 909 ｇ／年
現状値 22 年度（ 2010 年度） 882 ｇ／年
目標値 29 年度（ 2017 年度） 805 ｇ／年

（２）☆汚水処理人口普及率（合併処理浄化槽人口及び集合処理区域内人口）を向上さ
せます

現状値 23 年度（ 2011 年度） 66.9％
目標値 29 年度（ 2017 年度） 77.0％以上

現状値 23 年度（ 2011 年度） 59.5％
目標値 29 年度（ 2017 年度） 68.0％以上
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３　生活環境分野

　暮らしやすいまちづくりをめざし、市営住宅の維持管理や公園等の整備に取り組みま
す。

　市営住宅の維持管理に管理代行制度及び指定管理制度を導入しました。公園は、都市
計画区域内に 4 カ所新設しました。都市計画区域外の公園は、利用実態に変化が見られ、
維持管理の見直しが課題となっています。

（１）☆「佐伯市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、市営住宅を将来にわたって良好
な社会的資本として有効的に活用するとともに、ライフサイクルコスト（注）の
縮減と高質な維持管理体制を実践します。

（２）まちを美しく保つため、公園等の整備及び効率よい維持管理に努め、住みよいま
ちづくりに取り組みます。

（３）☆都市計画公園等の整備見直しに取り組みます。

市営住宅の維持管理や公園及びオープンスペースの整備を行う

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標２》

（注）ここでのライフサイクルコスト（ＬＣＣ）とは、公営住宅等長寿命化計画策定指針（国土交
通省住宅局H21.3）に準拠して、市営住宅の住棟を対象に、建設から維持管理費（修繕・改
善費）や建替え費、解体費等の「建物の生涯にかかる費用」をいいます。

（１）公園（都市計画区域内）の整備を推進します

　５　目標（値）

設定時 19 年度（2007 年度） 33 か所　　84.85ha
現状値 24 年度（2012 年度） 38 か所　104.74ha
目標値 29 年度（2017 年度） 40 か所　105.02ha
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３　生活環境分野

　安全・安心なまちをめざし、防災体制や情報伝達のシステム構築に取り組みます。東
南海・南海地震と津波に備え、市内の避難路等を整備し、避難訓練を行います。また、
住宅・建築物の耐震化を促進します。

　防災情報の総合情報伝達システムを市内全域に敷き、防災情報の一斉発信を可能にし
ました。また、東南海・南海地震などの地震と津波に備え、避難路等を整備しました。
今後は、避難路等の追加整備や市を挙げた防災訓練の実施と、自主防災組織を増やすこ
とが課題です。

（１）☆東南海・南海地震等の津波から市民の生命・財産・身体を守るため津波避難
路、避難地の整備、避難ビルの協定を進めます。

（２）☆地域防災活動の基盤となる自主防災組織の設立を全域で進めます。

（３）☆防災・減災の知識や技能を学んだ防災士を育成・配置し、地域避難訓練への参
加率向上に努め、地域防災力の向上を図ります。

（４）☆消防職員及び消防団員の相互連携、安全対策の推進、装備の充実、惨事ストレ
ス対策の強化に取り組みます。

（５）☆災害時に備え、通信体制の整備・強化を図るとともに、消防防災ヘリコプター
とドクターヘリの情報共有体制を構築します。

（６）☆「佐伯市情報化基本計画」を策定し、災害対策に対応する情報伝達システムの
運用に取り組みます。

（７）「佐伯市住宅・建築物耐震化促進計画」に基づき、市内の住宅、特定建築物及び
市有建築物の耐震化の促進に取り組みます。

災 害 に 強 い ま ち （ 人 ） を つ く る

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標３》
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３　生活環境分野

（１）☆消防団員確保に取り組みます

　５　目標（値）

現状値 24 年度（ 2012 年度） 1,823 人
目標値 29 年度（ 2017 年度） 2,000 人（機能別消防団員を除く）

（２）自主防災組織の結成地域を増加させます

（３）住宅・建築物の耐震化を促進します

設定時 18 年度（ 2006 年度） 216 地区
現状値 24 年度（ 2012 年度） 300 地区
目標値 29 年度（ 2017 年度） 市内全域

設定時 18 年度（ 2006 年度）
住　宅　　　　49.4％
特定建築物　　53.5％
市有建築物　　78.5％

現状値 24 年度（ 2012 年度）
住　宅　　　　52％
特定建築物　　55％
市有建築物　　80％

目標値 29 年度（ 2017 年度）
住　宅　　　　60％
特定建築物　　70％
市有建築物　　90％
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４　保健医療福祉分野

４　保健医療福祉分野

　本市は高齢化が進み、一人暮らしの世帯が増えています。少子化も顕著で、高齢化対策
と子育て支援が課題となっています。さらに、医師不足のため地域医療の存続が危ぶまれ
る状況にあります。介護保険制度や障害者自立支援法の改正など、福祉を取り巻く環境も
近年変わってきています。
　このような状況の中、「佐伯市地域福祉計画」を策定し、安心して暮らせるまちづくり
をめざし、健康、医療、子育て、福祉の取り組みを行います。

み ん な が 安 心 し て 暮 ら せ る  ま ち を つ く る

《基本目標》

　１　基本目標 　２　個別目標の設定

みんなが安心して
暮らせる　まちを
つくる

【目標１】
地域医療体制の整備と健康づくり事業の
推進を行う

【目標２】
地域福祉活動を推進し、福祉体制の整備
を図る

【目標３】
子育てが楽しくなるまちをつくる
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４　保健医療福祉分野

　医師会と連携を深め、医師不足を解消します。
　病気の予防と早期発見に努め、「佐伯市健康づくり計画」に基づき、個人の健康づく
りを総合的に支援します。

　医師不足の現状は変わらず、特に医師の疲弊は深刻で、本市の医療に影を落としてい
ます。抜本的対策と医師への支援対策を講じる必要があります。健康づくり分野にあっ
ては、サークル等の結成が進み、市民の肥満、ガンの早期発見、健康寿命の分野で改善
が見られました。引き続き、総合検診体制の充実と保健指導の推進が求められています。

（１）☆医師確保対策の一環として、夜間・休日等に救急に対応する医師の疲弊を防ぐ
ための市民への適正受診の啓発を行います。

（２）☆健康づくりのための地区組織（健康運動普及推進協議会・食生活改善推進協議
会）の活動を支援します。

（３）健康診査や各種がん検診等の充実を図り、保健指導を推進します。

（４）☆地域における医師等のこころの健康に関する講演会や地区健康教室など、知識
の普及・啓発活動や保健師による家庭訪問、佐伯市自殺うつ対策連絡会議の開催
等を行います。

地域医療体制の整備と健康づくり事業の推進を行う

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標１》
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４　保健医療福祉分野

（１）☆健康づくりのための地区組織の活動回数を増やします

　５　目標（値）

現状値 24 年度（ 2012 年度）
運動普及推進協議会　　　352 回／年
食生活改善推進協議会　7,026 回／年

目標値 29 年度（ 2017 年度）
運動普及推進協議会　　　500 回／年
食生活改善推進協議会　7,800 回／年

（２）肥満者（BMI  25以上）の割合を減少させます

（３）がん標準化死亡比（壮年期） を減少させます

（４）健康寿命を伸ばします

（５）☆仕事や生活に満足している人を増加させます

設定時 18 年度（ 2006 年度） 男 36.9％　　女 24.6％
現状値 24 年度（ 2012 年度） 男 34.7％　　女 19.1％
目標値 29 年度（ 2017 年度） 男 30％以下　女 15％以下

設定時 18 年度（ 2006 年度） 男女 97.9
現状値 24 年度（ 2012 年度） 男 92.7　　　女 89.0
目標値 29 年度（ 2017 年度） 男 90.0 以下　女 87.0 以下

設定時 18 年度（ 2006 年度） 男 75.02 歳　　女 79.81 歳
現状値 24 年度（ 2012 年度） 男 76.69 歳　　女 80.52 歳
目標値 29 年度（ 2017 年度） 男 76.77 歳　　女 80.56 歳

現状値 24 年度（ 2012 年度） 83.1％
目標値 29 年度（ 2017 年度） 85.0％

※「BMI（ボディ・マス・インデックス）」とは、肥満度の判定方法の一つです。
　体重（kg）/身長（ｍ）2 で求められます。やせ（18.5未満）、標準（18.5～25未

満）、肥満（25～30 未満）、高肥満（30以上）

※「標準化死亡比」とは、その地域の死亡率を比較するための指標です。全国平均を100 
とし、100を超えると死亡率が高くなります。

※ 「健康寿命」とは、その人の人生の中で、元気で活動的に暮らすことができる期間をい
います。

※ 国の数値については、WHO 方式で算出したものです。
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４　保健医療福祉分野

　住み慣れた地域で生きがいをもち、安心して暮らしていけるよう、介護保険など公的
な福祉サービスを充実させ、市民による自主的な地域福祉活動を促進します。

　「佐伯市地域福祉計画」と「佐伯市障がい者福祉計画」を策定し、「老人福祉計画」の
見直しを行いました。それぞれの策定は、幅広い福祉分野事業の一元管理、障がい者の
生活支援と社会参加、高齢者の生きがい支援に一定の役割を果たしました。一方、全般
的に自助、共助、公助の概念に基づく市民、地域社会、行政の役割分担が明確にされず、
取組の進まない分野もありました。
　介護保険事業は、円滑な運営に努めましたが、特別養護老人ホーム待機者の解消は進
まず、今後の課題となっています。

（１）「佐伯市地域福祉計画」を見直し、みんなが安心して暮らせるまちづくりを推進
します。

（２）☆「佐伯市障がい者福祉計画」及び「佐伯市障がい福祉計画」を見直し、障がい
者（児）の生活や社会参加を支援するとともに、障がい福祉サービスの基盤整
備・充実を図ります。

（３）「老人保健福祉計画及び介護保険事業計画」の見直しを行い、介護事業の円滑な
運営と高齢者の生きがい支援を行います。

（４）社会福祉協議会や民生委員・児童委員、各種の福祉団体・NPO・ボランティア
団体等と連携して市内全域に共助の輪を広げます。

（５）☆災害ボランティアの育成に取り組みます。

（６）☆災害時要援護者避難支援プラン（個別計画）の策定を行います。

地域福祉活動を推進し、福祉体制の整備を図る

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標２》
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４　保健医療福祉分野

（１）住民主体の集いの場づくりを推進します
　　〔さいきの茶の間〕

　　〔いきいきふれあいサロン〕

（２）☆認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備を促進します

（３）☆災害時要援護者避難支援プラン（個別計画）の策定を推進します

　５　目標（値）

設定時 19 年度（ 2007 年度） 　0 か所
現状値 24 年度（ 2012 年度） 20 か所
目標値 29 年度（ 2017 年度） 30 か所

設定時 19 年度（ 2007 年度） 8 地域　144 か所
現状値 24 年度（ 2012 年度） 9 地域　180 か所
目標値 29 年度（ 2017 年度） 9 地域　200 か所

現状値 23 年度（ 2011 年度） 12 施設　　179 人
目標値 26 年度（ 2014 年度） 216 人

現状値 24 年度（ 2012 年度） 19 地区
目標値 29 年度（ 2017 年度） 372 地区（全地区）

※「佐伯の茶の間」とは、地域に住む誰もが気軽に参加できる地域の「集いの場」をいいま
す。ひとり暮らしや家の中で過ごしがちな高齢者等の人たちが、公民館や集会所、空き家
等を利用し、気軽に集える場つくりを住民自ら運営します。

※「いきいきふれあいサロン」とは、一般的な高齢者を対象とした事業で、介護予防を目的
とし、地域の高齢者やボランティアが気軽に集まって、おしゃべりや体操・会食等を行い
ます。（月1～2 回程度）

※目標値については第5期介護保険事業計画の数値であり、27年度から29年度については
第6期介護保険事業計画として新たに策定する。目標値の施設数については、ユニットの
公募状況により、施設数が変わってくるので記載していない。
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４　保健医療福祉分野

　少子高齢化、人口減、女性の社会進出、生活様式の変化等に伴い、家庭や地域におけ
る子育ての力が低下しています。子育てに対する支援が必要となっています。子どもを
安心して産み育てることができるための施策に取り組みます。

　延長保育、認定こども園及び放課後児童クラブの設置、ファミリー・サポート・セン
ターの開設、小・中学生の医療費無償化など、充実した子育て環境を整えました。今後
も子どもを支援する地域づくりを広げていくことが課題です。

（１）保育所や児童クラブの施設整備を図り、子どもにやさしい環境づくりに努めま
す。

（２）地域子育て支援センターや児童館など、子育て中の親や子どもたちの交流の場づ
くりを推進します。

（３）乳幼児健診・相談等の母子保健事業の充実のほか、乳幼児から中学生までの医療
費の助成制度を拡大します。

子 育 て が 楽 し く な る ま ち を つ く る

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標３》
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４　保健医療福祉分野

（１）延長保育事業の実施を増加させます

（２）放課後児童クラブの設置を増加させます

（３）乳幼児健診受診率を向上させます

　５　目標（値）

設定時 18 年度（ 2006 年度） 　2 か所
現状値 24 年度（ 2012 年度） 　9 か所
目標値 29 年度（ 2017 年度） 10 か所

設定時 18 年度（ 2006 年度） 21 か所
現状値 24 年度（ 2012 年度） 22 か所
目標値 29 年度（ 2017 年度） 24 か所

設定時 18 年度（ 2006 年度）
1 歳 6 か月児　　　94.7％
3 歳児　　　　　　90％

現状値 24 年度（ 2012 年度）
1 歳 6 か月児　　　95％
3 歳児　　　　　　95％

目標値 29 年度（ 2017 年度）
1 歳 6 か月児　　　96％以上
3 歳児　　　　　　97％以上

※延長保育とは、保育所で、通常の保育時間を延長して行う保育をいいます。女性の就労の
増加や就労形態の変化に対応する事業です。
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５　教育文化分野

５　教育文化分野

　人は潤いのある人生を送るため、人格の形成や個人の尊厳といった理念を大切に、公共
の精神、自立心や道徳心、豊かな人間性と創造性、伝統と継承を学びます。
　本市は、平成 24 年度に、佐伯市長期総合教育計画・中間年改訂版「さいき“まなび”
プラン 2012」を策定しました。この計画に基づき、人が学び、人が活き、人が育つ佐伯
の教育を実践します。

人が学び、人が活き、人が育つ教育の創造

《基本目標》

　１　基本目標 　２　個別目標の設定

人が学び、人が活
き、人が育つ教育
の創造 【目標２】

いつでもいつまでも学び、楽しめる場と
機会をつくる

【目標３】
子どもたちの豊かな心の育成を図る

【目標１】
豊かな教育環境の整備を行う
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５　教育文化分野

　少子化に対応するため、地域ぐるみの開かれた特色ある学校づくりや、学校（園）規
模の適正化、学校・給食施設等の適正配置を推進します。また、個性に応じた指導を推
進するため、特別支援教育の充実を図るとともに、「わかる授業」の実現と確かな学力
の育成に取り組みます。

　「わかる授業」により学力は県平均並みとなりました。社会性と豊かな心をはぐくむ
ため地域の方との交流を促進しました。また、「佐伯市子ども特別支援ネットワーク」
を構築するとともに、就学前後の子どもを持つ家庭の支援体制を構築しました。これら
の取組を継続することが望まれています。
　少子化に伴い、学校の児童・生徒が減少しています。適正な教育環境を保つための学
校統合は、今後も進める必要があります。健康・体力づくり分野では、食育の視点から
の取組が望まれます。

（１）特色ある学校づくりに取り組むために、「佐伯市特色ある学校づくりサポート事
業」を充実させるとともに、周辺部地域での小・中一貫教育を推進します。

（２）一定規模の学習集団による教育効果を確保するため、学校（園）規模の適正化や
学校・給食施設等の適正配置に取り組みます。

（３）「佐伯市子ども特別支援ネットワーク」の整備と充実を図り、障がいのある児童
生徒の支援に取り組みます。

（４）「佐伯市評価規準診断テスト」を実施し、児童生徒の学習定着状況の把握と「わ
かる授業」の実現に取り組み、児童生徒の評価規準値（目標値）の達成をめざし
ます。

（５）☆体育科授業や学校体育活動の充実及び運動部活動の活性化に取り組みます。
（６）☆いじめ・不登校等の問題行動に対する早期発見、早期対応への支援を推進しま

す。
（７）地域や保護者のニーズに応じた幼稚園と保育所の一体化を検討していきます。
（８）☆東日本大震災を踏まえた学校防災対策を強化します。
（９）☆安全な学校施設の整備を推進します。

豊 か な 教 育 環 境 の 整 備 を 行 う

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標１》
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５　教育文化分野

（１）特色ある学校づくり実践指定校の割合を増加させます

　５　目標（値）

（２）学校の適正化・適正配置の対象校数を減少させます

（３）☆個別の教育支援計画を作成している学校の割合を１００％にします

（４）「評価規準診断テスト」の目標値を達成した児童生徒の割合を増加させます

（５）☆小学校・中学校の耐震化率を１００％にします

設定時 18年度（ 2006 年度） 小学校 10 ～ 12 校　中学校 1 ～ 2校
現状値 23年度（ 2011 年度） 小学校　7校　　　　中学校　2校
目標値 28年度（ 2016 年度） 小学校　2校　　　　中学校　1校

設定時 18年度（ 2006 年度） 小学校 30％、中学校 36％
現状値 24年度（ 2012 年度） 小学校 62％、中学校 58％
目標値 28年度（ 2016 年度） 小学校 60％、中学校 70％

設定時 18年度（ 2006 年度） 　　　　　　ー
現状値 23年度（ 2011 年度） 小学校　69％、中学校　48％
目標値 28年度（ 2016 年度） 小学校　80％、中学校　80％

現状値 23年度（ 2011 年度） 　76.8％
目標値 28年度（ 2016 年度） 100％

現状値 23年度（ 2011 年度） 小学校　69％、中学校　33％
目標値 28年度（ 2016 年度） 小学校 100％、中学校 100％

※現状値の小学校数は、平成28 年度に統合を予定している蒲江地域の小学校を除いた学校
数です。

※「適正化・適正配置の対象校」とは、複式の学級で教育が行われている学校で、１学年１
学級で学習する環境をつくるため、学校の統廃合の対象となる学校をいいます。

※「評価規準診断テスト」とは、「学力向上支援事業」の一環として、学習指導要領に基づ
く児童生徒一人ひとりの学習習熟度の把握を行うとともに、８０％以上の児童生徒が目標
値（評価規準）を達成できるよう学習指導法の工夫改善を図ることを目的に実施するテス
トのことです。
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５　教育文化分野

　価値観が多様化する中、生涯学習への関心や意欲が高まっています。スポーツ分野と
あわせ、「いつでも」、「どこでも」、「だれもが」気軽にできるような環境づくりが必要です。
このため、生涯学習や地域文化・芸術活動への支援と生涯スポーツの推進に取り組みま
す。

　歴史資料館の建設にめどがつき、地区公民館の建設、補修と図書館の機能を向上させ
たことで、生涯学習の場が充実しました。一方、スポーツ分野は、総合型地域スポーツ
クラブの必要性が浸透せず、クラブ創設数が伸び悩んでいます。スポーツを気軽にでき
る環境作りと体育施設の利用促進が課題です。

（１）地区公民館の整備及び改修に取り組み、公民館を中心とした学習環境をより充実
し、多様な学習機会の提供を図ります。

（２）☆地域課題や住民ニーズに応じた成人教育・講座の開設を行います。
（３）☆各種講座・教室での学習成果の発表・活用の場の提供や支援を行います。
（４）☆歴史資料館の建設推進及び市民会館（新文化会館）、美術館の建設を検討しま

す。
（５）☆市民文化活動の支援、文化財等の保存継承及び文化意識の高揚を図ります。
（６）☆城山について、自然環境と共存しながら歴史的遺産としての価値をいかした活

用方法の検討を行います。
（７）総合型地域スポーツクラブの創設・支援を行います。
（８）☆コーディネーショントレーニング（注）の推進によって、スポーツ少年団等の

活動を支援します。

いつでもいつまでも学び、楽しめる場と機会をつくる

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標１》

（注）コーディネーショントレーニングとは、身体と脳・神経系統のバランスの良い発育を
促し、運動の習得効果を高めるためのトレーニング法で、「運動における一連の過
程」を円滑に、正確に行う能力を向上させるためのトレーニングです。
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５　教育文化分野

（１）総合型地域スポーツクラブの設立を推進します

　５　目標（値）

（２）☆スポーツ少年団の加入率を増加させます

設定時 19 年度（ 2007 年度） 3 地域
現状値 24 年度（ 2012 年度） 3 地域
目標値 28 年度（ 2016 年度） 10 地域以上

現状値 24 年度（ 2012 年度） 38％
目標値 28 年度（ 2016 年度） 40％
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５　教育文化分野

　家庭・学校・地域が一体となり、子どもを取り巻く安心・安全の環境づくりを進める
ことが重要です。家庭や学校、ＰＴＡ、自治委員会など、地域の団体が、情報や課題に
共通の問題意識を持つとともに、協力して行事に取り組む必要があります。このため、
地域総参加で子育てを行うネットワークづくりを支援します。また、豊かな心をはぐく
むため、生活体験や自然体験活動と、読書に親しむ環境づくりを進め、相手への思いや
りや生命を大切に思う心を実感できるような道徳教育に取り組みます。

　子育ての役に立ちたいという思いを持った地域の人材、団体で構成された「協育」ネッ
トワークに、多くの市民が参加し、地域を挙げて子育てをする気運が生まれました。そ
の一方、保護者や家庭の役割を促す取組は構築することができませんでした。家庭に問
題を抱える子どもの支援対策が課題となっています。小・中学校の段階では、自然や社
会を対象にした体験活動に取り組み、読書も奨励しました。その結果、小学生の読書量
が増えました。

（１）家庭・学校・地域の総参加により、子育てを行うネットワークづくりを促進しま
す。

（２）生活体験や自然体験などの体験活動の機会を提供するとともに、読書活動を推進
します。

（３）多様な体験活動と関連付けた道徳教育の充実をめざします。

子 ど も た ち の 豊 か な 心 の 育 成 を 図 る

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

　４　具体的な取組

《目標３》
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５　教育文化分野

（１）小・中学校区ネットワークを増加させます

　５　目標（値）

（２）図書館における子ども一人あたりの児童書年間貸出冊数を増加させます

設定時 18 年度（ 2006 年度） ー
現状値 24 年度（ 2012 年度） 12 校区
目標値 28 年度（ 2016 年度） 14 校区

設定時 18 年度（ 2006 年度） 3.7 冊
現状値 23 年度（ 2011 年度） 7 冊
目標値 28 年度（ 2016 年度） 8 冊

※「小・中学校区ネットワーク」とは、学校・地域・家庭が協働して、青少年教育に取り組
む組織のことです。



ー 43 ー

６　産業振興分野

６　産業振興分野

　江戸の昔「佐伯の殿様、浦でもつ」といわれました。本市は、古くから水産業が栄え、
今も水揚高が大分県全体の５割を占める水産都市です。農業は施設園芸が盛んで、林業も
広大な森林を背景に杉材が生産されています。基幹産業は造船を中心とした製造業であり、
商店街と飲食観光業がこれを支えています。
　しかし、農林水産業は産物の価格低迷、商工業においては、商店街の空洞化、工業用地
の不足など、抱える問題には複雑かつ根深いものがあります。このため、農林水産分野で
は基盤整備やブランド化を中心とした振興を、商工業にあっては地場企業の活性化と企業
誘致・起業支援の取組を、観光分野にあっては食材を中心とした地域資源を有効に活用す
る取組を、それぞれ積極的に支援します。

産業を振興し、仕事と地域を誇れるようなまちをつくる

《基本目標》

　１　基本目標 　２　個別目標の設定

産業を振興し、
仕事と地域を誇
れるようなまち
をつくる

【目標１】
地域資源を有効活用した農林水産業の振
興とブランド化に取り組む

【目標２】
意欲を持って仕事ができるよう、企業活
動の環境整備や支援を行う

【目標３】
住んでよし、訪れてよしの地域づくりを
観光振興につなげる
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６　産業振興分野

　本市は山、川、海の豊かな自然を有しています。水田・施設園芸・畜産・酪農など種
類豊富な農業、豊かな森林を活用した林業、好漁場「豊後水道」を有する水産業のそれ
ぞれが営まれています。これらの一次産業は「食のまちづくり」を標榜する本市の食材
生産を担う部門です。後継者とリーダーの育成、組織作り、経営改善やブランド化のそ
れぞれを支援し、生産基盤の整備に取り組みます。

　農業分野は、農業生産基盤、施設園芸の推進、集落営農組織の育成強化に努めました。
有害鳥獣対策は駆除を中心に行った結果、被害は減少傾向にあります。しかし、就業人
口の減少に伴い、営農活動が低下する中、遊休農地や耕作放棄地が増加しています。担
い手の育成と、所得率の高い施設園芸振興を進めていく必要があります。
　林業分野では、施業計画を認定し、間伐を進め、適正な森林管理を図りました。森林
組合の大規模製材所建設に補助を行い、原木価格が安定しました。シイタケ関連では作
業道の開設とタネコマ購入に助成を行いました。林業経営は今後も厳しい環境におかれ
ることから、森林整備計画に基づき、更なる効率的経営に努めることが課題です。
　水産業分野は、漁港・漁場を整備し、漁業協同組合の加工施設に補助を行いました。
マダイ、クルマエビを中心とした放流事業を行い、漁業後継者の活動を支援しました。
しかし、魚価の低迷をはじめ経営環境は厳しい状況にあります。水産物の販売に果たす
漁業協同組合の役割はますます重要になることから、この分野への支援が欠かせません。
　また今後の第 1 次産業の所得向上のためには、食料関連産業との連携が重要です。
食料関連産業の中心は水産加工業で、その生産高は約５０億円と産業規模も大きく、従
業員数は約５５０人と雇用創出にも貢献しています。このようなことからブランド品の
開発と商品情報の発信、地産地消などを目的に、さいきブランド流通課を設置しました。
今後、農林水産業をはじめ食料関連産業に対する支援の施策が期待されています。

地域資源を有効活用した
農林水産業の振興とブランド化に取り組む

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標１》
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６　産業振興分野

（１）農業関連
　　ア　集落のリーダーの発掘と組織づくりを進めます。
　　イ　☆園芸品目（キク、イチゴ、ニラ等）の拡充を図るため新規就農や規模拡大を

推進する。
　　ウ 「佐伯市農村振興基本計画」に基づき、中山間地域の総合整備事業や農村振興

総合整備事業等を実施します。
（２）林業関連
　　ア　林道や作業道の整備を行うことによって、木材や椎茸等の生産コストの削減を

図り、林業経営の効率化を促進します。
　　イ　☆搬出間伐を推進し、健全な森林づくりに努めます。
　　ウ　佐伯市産材の利用促進を図ります。
　　エ　行政、森林組合、民間が一体となって後継者の育成と育林技術の向上に努めま

す。
（３）水産関連
　　ア　☆水産資源の回復を図るため、マダイ・クルマエビ・アワビ等の種苗放流を支

援します。
　　イ　☆藻場や漁場の回復を図るため、漁場環境の保全対策と磯焼け対策および増殖

場・魚礁の造成に取り組みます。
　　ウ　安全・安心で健康な魚を育てる養殖業を支援します。
　　エ　将来の地域水産業を担う後継者の活動を助成します。
　　オ　県漁業協同組合と協力して、施設整備を助成します。
　　カ　☆養殖業と水産加工業の連携と交流を推進し、新商品開発等の取り組みを支援

します。
（４）☆ブランド化・流通関連（食料関連産業）
　　ア　☆農林水産物のブランド化や流通促進につながることを目的とした事業を支援

します。
　　イ　☆佐伯市ブランド流通促進協議会の策定した｢さいきブランド推進計画｣を主要

な指針として、佐伯産品のブランド化・販路拡大・情報発信・人材育成に取り組
みます。

　　ウ　☆佐伯産品の地産地消に取り組みます。
　　エ　☆佐伯産品の高付加価値化を目指した６次産業化を支援します。

　４　具体的な取組

※ここでの６次産業化とは、農林水産業者が生産（第１次産業）だけでなく、食品加工（第
２次産業）、流通・販売・観光（第３次産業）と主体的・総合的に関わり合うことで高付
加価値化を図り、地域の活性化につなげていこうという考え方です。

（６次産業＝１次産業×２次産業×３次産業）
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６　産業振興分野

（１）任意集落営農組織を維持します

（２）集落営農の法人化を促進します

（５）林道の開設事業を推進します…（林道開設延長）

（７）木材（素材）の生産量を維持します

（６）☆搬出間伐を推進します

（３）☆人・農地プラン（地域農業マスタープラン）の作成を推進します

（４）☆園芸品目の栽培面積を拡大します

　５　目標（値）

設定時 18 年度（ 2006 年度） 4　組織
現状値 23 年度（ 2011 年度） 17　組織
目標値 29 年度（ 2017 年度） 20　組織

設定時 19 年度（ 2007 年度） 4　組織
現状値 23 年度（ 2011 年度） 4　組織
目標値 29 年度（ 2017 年度） 10　組織

設定時 18 年度（ 2006 年度） 総延長　421,061m
現状値 24 年度（ 2012 年度） 総延長　439,600m
目標値 29 年度（ 2017 年度） 総延長　448,000m

設定時 18 年度（ 2006 年度） 21 万 立方メートル／年
現状値 23 年度（ 2011 年度） 26 万 立方メートル／年
目標値 29 年度（ 2017 年度） 26 万 立方メートル／年

目標値 29 年度（ 2017 年度） 1,000ha 以上の搬出間伐を行う。

現状値 23 年度（ 2011 年度） 0　組織
目標値 29 年度（ 2017 年度） 20　組織

現状値 23 年度（ 2011 年度） 97.8ha
目標値 29 年度（ 2017 年度） 110.0ha

※原木のままの出荷量。
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６　産業振興分野

（８）☆有害鳥獣対策…農林業被害減少のため有害鳥獣捕獲に取り組みます
　　（年間捕獲頭数）

現状値 23 年度（ 2011 年度）
イノシシ　835 頭
シカ　　8,973 頭
サル　　　201 頭

目標値 29 年度（ 2017 年度）
イノシシ　490 頭
シカ　　5,300 頭
サル　　　120 頭

（９）漁業の生産額を増加させます

設定時 17 年度（ 2005 年度） 162 億円
現状値 24 年度（ 2012 年度） 170 億円
目標値 29 年度（ 2017 年度） 200 億円

（10）☆増殖場・魚礁の造成を推進します

現状値 24 年度（ 2012 年度）
増殖場　　　35.8ha
魚礁　　86,243 空㎥

目標値 29 年度（ 2017 年度）
増殖場　　　39.2ha
魚礁　　96,243 空㎥

（11）☆貝類新規養殖を増加させます

（12）☆佐伯ブランド流通協議会ブログアクセス数を増加させます

（13）☆さいきブランド認証商品数を増加させます

現状値 24 年度（ 2012 年度） 養殖対象種 2 種類
目標値 29 年度（ 2017 年度） 養殖対象種 3 種類

現状値 24 年度（ 2012 年度） 3,200 件／月
目標値 29 年度（ 2017 年度） 5,000 件／月

現状値 24 年度（ 2012 年度） ー
目標値 29 年度（ 2017 年度） 30 商品
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６　産業振興分野

　かつて、佐伯地域は、県南地域の中核都市として繁栄していました。しかし、高速道
路をはじめとする交通体系が整備され、大分や福岡といった都市へ購買力が流出してい
ます。市内においても郊外型大規模商業施設が進出したことを受け、中心市街地は空き
店舗の増加に歯止めがかからない状況になっています。基幹産業である造船業は好調で
すが、全体として地域経済は厳しい状況にあり、若年労働者の求人状況は好転していま
せん。
　このような状況を解消するため、企業誘致を積極的に推進し、就業機会の創出を図り
ます。また、経営者・労働者それぞれが意欲を持って仕事をすることができるよう、イ
ンフラの整備と経営面の支援に取り組みます。あわせて、地域資源を有効活用した地場
産業の支援を行います。

　基幹産業である造船業の技術者養成のため佐伯地域造船技術センターを設置し、人材
育成を行いました。経営支援の分野では中小企業向けの制度資金活用や経営セミナーを
開催しました。企業誘致に関しては木材産業とＩＴ企業の誘致に成功しました。しかし、
空き店舗の解消は進まず、抜本的な対策が求められています。今後、一番の課題は大規
模な工業用地の確保です。

意欲を持って仕事ができるよう、
企業活動の環境整備や支援を行う

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標２》

（１）☆県・商工会議所・商工会と連携し、各種融資制度を活用して中小企業者及び創
業者等を支援します。

（２）☆商店街を中心とする個店経営研修、中小企業者等に対する各種経営セミナー等
の開催による経営力向上を図ります。

（３）☆空き店舗を活用した開業及び新たに起業を志す人に対する支援を行います。

（４）☆基幹産業である造船業における、新人研修及び設計の技術力を向上させるサテ
ライト研修を行い、貴重な人材の技術力向上を図ります。

　４　具体的な取組
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６　産業振興分野

（５）次代の佐伯経済を担う、若手経営者や後継者の人材育成を行うとともに、異業種
交流・産学交流を推進し、新技術・新商品の開発に対する意識の一層の浸透を図
り、新分野への進出や起業の創出を促します。

（６）☆公設魚市場の建て替えを行います。

（７）企業誘致を推進するため関係機関との連携を図り、工業用地の確保に取り組むと
ともに、誘致条件の整備に努めます。

（８）☆製造業、情報通信業に加え、佐伯市の特性・資源をいかし、林業・水産関連産
業、バイオマス関連産業、企業の農業参入等の企業誘致に努めます。

（９）☆地場産品を活用した農商工連携や６次産業化の取組を支援します。

（１）市制度資金の積極的な活用を推進します
　　　※目標値は単年度での貸付金額

（２）中心市街地の空き店舗対策
　　　ア　空き店舗の削減
　　　　　　空き店舗の現状を調査し、商店街の活性化対策に取り組みます。

　　　イ　☆低リスク、低コストで出店できる「チャレンジショップ」を整備し、事業
　　　　　者を育成します　※目標値は計画期間内での総数

　５　目標（値）

設定時 18 年度（ 2006 年度） 1 億 8,550 万円／年
現状値 24 年度（ 2012 年度） 2 億 5,000 万円／年
目標値 29 年度（ 2017 年度） 3 億円／年

目標値 29 年度（ 2017 年度）
相談受付窓口の設置
データベース化の実施

現状値 24 年度（ 2012 年度） ー

目標値 29 年度（ 2017 年度） 6 店舗整備　10 事業者独立開業
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６　産業振興分野

　　　ウ　☆中心市街地活性化計画に基づく、指定業種に絞った空き店舗家賃補助を実
　　　　　施し、あわせて、設備投資補助、専門知識の習得研修も実施します☆※目標
　　　　　値は計画期間内での総数

現状値 24 年度（ 2012 年度） ー

目標値 29 年度（ 2017 年度） 15 店舗新規出店

（３）☆個店経営研修 個店経営指導受講店舗を増加させます
　　　※目標値は目標年度までの総数

（５）☆さいき立志塾卒塾生を増加させます
　　　※目標値は目標年度までの総数

（６）☆企業誘致を推進します
　　　※目標値は計画期間内での総数

（４）☆佐伯地域造船技術センター新人研修、サテライト研修を推進します
　　　※目標値は目標年度までの総数

現状値 24 年度（ 2012 年度） 10 店舗
目標値 29 年度（ 2017 年度） 40 店舗

現状値 24 年度（ 2012 年度） 20 人
目標値 29 年度（ 2017 年度） 60 人

目標値 29 年度（ 2017 年度） 新たに 15 社

現状値 24 年度（ 2012 年度）
新人研修修了者数　　　208 人
サテライト研修修了者数　15 人

目標値 29 年度（ 2017 年度）
新人研修修了者数　　　335 人
サテライト研修修了者数　50 人
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６　産業振興分野

　本市は、九州で最も大きな面積を誇り、日豊海岸国定公園や祖母傾国定公園、清流番
匠川など風光明媚な自然景観を有します。これらの資源を有効活用し、旅行者の質的変
化 ( 観光からツーリズム ) に対応した取組を進め、「住んでよし、訪れてよし」の地域
づくりを行い、観光振興へ結びつけていきます。

　「食」観光に取り組みました。東九州伊勢エビ海道、ごまだしうどん、どんぶり街道、
佐伯寿司が認知され、観光客の入込数が増えました。観光ガイドが組織され、ブルーツー
リズム、グリーンツーリズムの取組にも明るい兆しがあります。
　今後も引き続いて「食」観光の宣伝を行うことが求められますが、新たな食の掘り起
こしも課題です。法人化された観光協会の取組に期待が寄せられています。

住んでよし、訪れてよしの地域づくりを観光振興につなげる

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標３》

（１）食材や多くの地域資源（観光資源）を掘り起こし、有効活用に取り組みます。
（２）☆観光資源の磨き上げとともに、佐伯ならではの食材を活用した食観光を推進し

ます。
（３）☆東九州自動車道の南進や全面開通、さらには大分駅の高架化、ＪＲ大分駅ビル

オープンなどを見据えた取組を展開していきます。
（４）☆スポーツ交流や農林水産業などの体験交流コースの充実に努めるとともに、民

泊の拡大を図ります。
（５）観光ガイドの養成や観光情報発信の充実に取り組みます。
（６）観光産業の育成に向け、市外者・旅行者との交流を歓迎できる「おもてなしの心

の取組」を進めます。
（７）☆（社）佐伯市観光協会等との連携を強化するとともに、ホームページでの地域

のイベントなどさらなる情報発信に努めます。
（８）観光案内所機能の充実を図ります。
（９）☆他市と連携した広域観光の取組を進めます。

　４　具体的な取組
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６　産業振興分野

（１）体験交流コースや農林漁家民泊の推進
　　　民泊家庭を増やします。

（３）☆観光ガイドによる案内利用者を増やすとともに、リピーターを呼び込みます 
※目標値は観光ガイドによる案内利用者数

（４）☆観光ホームページへのアクセス数を増加させます

（２）観光ガイドの養成を推進します

　５　目標（値）

設定時 19 年度（ 2007 年度） 総軒数　8 軒
現状値 23 年度（ 2011 年度） 総軒数　21 軒
目標値 29 年度（ 2017 年度） 総軒数　35 軒以上

現状値 22 年度（ 2010 年度） 4,700 人／年
目標値 29 年度（ 2017 年度） 6,000 人／年

現状値 24 年度（ 2012 年度） 訪問者数　月平均 17,000 人
目標値 29 年度（ 2017 年度） 訪問者数　月平均 20,000 人

設定時 19 年度（ 2007 年度） 総人数　33 人
現状値 24 年度（ 2012 年度） 総人数　36 人
目標値 29 年度（ 2017 年度） 総人数　40 人以上
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７　まちづくり分野

７　まちづくり分野

　まちづくりは、人づくりでもあります。心豊かな暮らしを実現するために、一人ひとり
がお互いの人権を尊重し、人や地域に対し思いやりを持って接することが大切です。
　本市は、人権意識が市民に浸透する取組と、相互理解に基づいた市民団体の育成をすす
め、地域づくり活動や交流を支援します。あわせて、防犯、交通安全の取組を進め、行政
サービスの充実を図り、やさしさに満ちた魅力あるまちを築きます。

思いやりとやさしさに満ちあふれた、
一人ひとりがのびのびと個性を発揮できるまちをつくる

《基本目標》

　１　基本目標 　２　個別目標の設定

思いやりとやさし
さに満ちあふれた、
一人ひとりがのび
のびと個性を発揮
できるまちをつく
る

【目標１】
一人ひとりの人権を大切にする

【目標２】
地域づくりに向けた市民の活動を
活発にする

【目標３】
交流を通じ、
縁（えにし）豊かなふれあいを行う

【目標４】
利便性を高め、
より開かれた行政サービスを提供する

【目標５】
地域の個性を尊重し、特性をいかした
まちづくりを進める
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　わたしたちの暮らしの中にはさまざまな人権問題が存在します。急激な社会情勢の変
化の中で、新たな差別や人権問題も発生しています。これらの解消に向け、すべての人々
が尊重しあい、多様な文化や考えを認め合うことが求められています。
　平成 19 年度に策定した「人権施策基本計画」に基づき、佐伯市人権・啓発推進協議
会が中心となって、家庭・学校・地域などにおける人権教育・啓発を推進します。

　人権を大切にし、育てる取組は、いつの時代にもたゆまぬ継続が求められます。本市
では、すべての小・中学校が「人権教育全体計画」を策定し、あわせて取組の評価を始
めました。地区や高齢者教室の場でも人権学習を開催しました。今後は、手薄であった
若い世代に向けた人権教育が、課題となっています。
　男女共同参画分野では、「佐伯市男女共同参画計画」を改定し、意識の浸透を図りま
した。しかし、女性の社会進出は実感できず、本市審議会への女性委員の登用も増えま
せんでした。引き続き、地道な啓発活動を行う必要があります。

一人ひとりの人権を大切にする

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標１》

（１）学校教育
　　ア　「大分県人権教育推進計画」に基づく学校の人権教育全体計画の整備・見直し

を行います。
　　イ　児童生徒の人権に対する知識・感性・意欲・態度・技能の育成をめざした人権

教育に取り組みます。
　　ウ　☆地域人材の活用や地域教材の開発等、人権学習の工夫・改善を図ります。

（２）生涯学習
　　ア　人権意識の基礎を培うための人権教育を推進します。
　　イ　共生社会（注）の実現に向け、多様な学習機会を提供します。
　　ウ　人権学習を広げるべく、指導者を養成します。
　　エ　人権教育の円滑な推進に向け、佐伯市社会人権教育研究協議会の育成に努めま

す。

　４　具体的な取組

（注）共生社会とは、多種多様な人々がお互いを尊重しながら、支え合って共に生きていく
社会のこと。
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（３）男女共同参画
　　ア　☆「男女共同参画基本計画」の見直しを行い、男女共同参画施策を総合的・計

画的に推進します。
　　イ　審議会委員などの男女の比率を、均等とすることをめざします。
　　ウ　企業・市役所の職場をはじめ、市内のあらゆる領域に男女共同参画の意識を浸

透させます。

（４）人権一般
　　ア　佐伯市人権教育・啓発推進本部や佐伯市人権教育・啓発推進協議会等の組織で

長期・短期の事業推進について情報交換を行います。
　　イ　人権コーナーの充実を図るとともに、講演会や研修会などを開催し、学習の場

を提供します。
　　ウ　ホームページやチラシ等の活用と人権標語、人権の花運動を展開し、啓発活動

に取り組みます。
　　エ　人権擁護委員、法務局などの関係機関と連携し、個人の相談・通報等に適切に

対応します。
　　オ　☆人権指導者（人権研修の講師等）の育成に努めるとともに組織化を図りま

す。
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（１）☆「自分のよいところ」が言える児童生徒の割合を増加させます

（２）☆人権啓発関係協議会の構成団体数を増加します

（３）☆地区別人権学習会の開催回数を増加させます

（４）人権指導者の数を増加させます

（５）審議会委員などにおける女性の割合を増加させます

　５　目標（値）

設定時 19 年度（ 2007 年度） 20 回／年
現状値 24 年度（ 2012 年度） 30 回／年
目標値 28 年度（ 2016 年度） 40 回／年

設定時 19 年度（ 2007 年度） 総指導者数　　3 人
現状値 24 年度（ 2012 年度） 総指導者数　10 人
目標値 28 年度（ 2016 年度） 総指導者数　20 人

設定時 19 年度（ 2007 年度） 28.7％
現状値 24 年度（ 2012 年度） 29.4％
目標値 29 年度（ 2017 年度） 40％以上

現状値 23 年度（ 2011 年度） 小学校 56％　　中学校 48％
目標値 28 年度（ 2016 年度） 小学校 65％　　中学校 60％

現状値 24 年度（ 2012 年度） 総団体数　159 団体
目標値 29 年度（ 2017 年度） 総団体数　190 団体
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　本市は、「食のまちづくり」を推進しています。まちづくりの柱に「食」を据え、「食」
に関連した市民活動を積極的に支援します。
　地域づくりを担う NPO 法人やまちづくり団体等の活動支援を充実させ、情報提供と
組織間の連携に取り組みます。

　「佐伯市食育推進会議条例」と「佐伯市食のまちづくり条例」を制定し、「第 1 次佐
伯市食育推進計画」を策定しました。市を挙げて食観光、弁当の日などに取り組みました。
理念の浸透が図られつつあり、啓発・推進事業の実践とその継続が求められています。
　ＮＰＯ法人やまちづくり団体は、資金・集会場所・メンバーの確保に問題を抱えてい
ます。このため、相互交流や情報交換の場として、佐伯市まちづくりセンター「よろう
や仲町」を開設し、まちづくり団体等で構成する「佐伯市まちづくり交流倶楽部」を結
成、運営を（株）まちづくり佐伯に委託しました。しかし、まだ市民の認知が十分とは
いえず、一層の情報発信が求められます。

地域づくりに向けた市民の活動を活発にする

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標２》

（１）☆まちづくり団体等の活動拠点として、「まちづくりセンター」の機能の充実を
図ります。

（２）まちづくり団体等の活動を広く紹介するため、様々な媒体を活用した広報活動を
行います。

（３）まちづくり団体等の相互や本市との間の連携と情報交換を一層活発にするため、
まちづくり交流倶楽部を更に充実させます。

（４）まちづくり団体等と市との協働事業を拡大します。
（５）☆まちづくり活動に関する市民意識の高揚を図ります。
（６）まちづくり団体の活動を支援するため、基盤整備（初期費用）の助成を行います。
（７）食育推進関連団体の新たな活動促進に向け、関係組織の連携に取り組みます。
（８）☆食育を中心とした、食のまちづくりに取り組む市民活動を支援します。
（９）☆自主的な地域づくりを進めるため、地域からの要請に応じ、地域づくり団体の

設立や活動を支援します。

　４　具体的な取組
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（１）☆まちづくりセンターの利用者数を増加させます

（２）まちづくり交流倶楽部への登録団体を増加させます

（３）まちづくり団体等と市との協働事業を増加させます

（４）☆食育を中心とした食のまちづくりに取り組む市民活動への支援件数を増加させ
ます

（５）☆地域（民間）主体の地域づくり事業への支援件数を増加させます

　５　目標（値）

設定時 19 年度（ 2007 年度） 登録団体総数　31 団体
現状値 24 年度（ 2012 年度） 登録団体総数　68 団体
目標値 29 年度（ 2017 年度） 登録団体総数　80 団体以上

設定時 19 年度（ 2007 年度） 5 件／年
現状値 24 年度（ 2012 年度） 8 件／年
目標値 29 年度（ 2017 年度） 30 件以上／年

現状値 22 年度（ 2010 年度） 10,202 人／年
目標値 29 年度（ 2017 年度） 20,000 人／年

現状値 24 年度（ 2012 年度） 10 件／年
目標値 29 年度（ 2017 年度） 20 件以上／年

現状値 23 年度（ 2011 年度） 0 件
目標値 29 年度（ 2017 年度） 40 件以上／年
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　多様な感覚を育み、豊かな地域社会をつくるためには交流が欠かせません。人はさま
ざまな交流を通じ、視野を広げ、喜びを感じ、新たな自分を発見します。
　本市は、人と人との縁 ( 結びつき ) を大切にし、地域間交流や国際交流の機会をつく
るとともに、その交流推進体制の充実に努めます。また、市外への情報発信を通して地
域イメージを高め、交流人口の増加や定住の促進に取り組みます。

　「食」を中心としたイベントの開催と、東九州自動車道の開通が相まって、本市を訪
れるお客様が増えました。修学旅行の受入などグリーンツーリズム、ブルーツーリズム
による交流も芽吹き始めました。空き家バンクを開設し、定住者支援の奨励金制度を設
けました。観光協会の法人化を機に、取組の進むことが期待されています。
　国際交流の分野では、グラッドストン市、邯鄲市との交流は続いたものの、新しい分
野の取組やホノルル市との交流に進展はありませんでした。ホームページの英訳も未実
施でした。新たな取組が求められています。小・中学校では、外国語指導助手の雇用と
外国人留学生の委嘱を行い、英語教育と特色ある学校づくりを進めました。

交流を通じ、縁 ( えにし ) 豊かな ふれあいを行う

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標３》

（１）地域イベント情報の発信体制の充実を図ります。
（２）交流人口増加に向け、イベント情報の把握に努めます。
（３）市民が異文化に接する機会を提供します。
（４）国際化に対応した施策に取り組みます。
（５）定住促進に向けた取組を強化します。

（１）交流人口を把握するシステムを県と歩調を合わせて構築します。
（２）外国青少年等との交流や国際理解を深める事業等を開催します。
（３）友好都市等との交流事業を行います。
（４）市ホームページの英訳や外国語での防災情報の提供等を行います。
（５）☆空き家バンクの登録物件を増やすとともに空き家の修繕に対する補助制度を構

築します。

　４　具体的な取組

　５　目標（値） 目標年度 29 年度（ 2017 年度）
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　暮らしやすい地域をつくるためには、市民の意見や要望を的確にとらえ、行政施策に
反映させていくことが不可欠です。市民ニーズが多様化する中、窓口業務の利便性向上
や情報周知の拡充は、特に重要視されています。社会情勢や生活形態の変化に対応した
サービスの提供に向け、各種施策の見直しと改善を図ります。また、市政情報の周知や
開示を積極的に行います。

　自治活動、防犯、交通安全の分野においては、交付金や補助金を交付し、取組を後押
ししました。市報を毎月 2 回発行し、市政広報番組をリニューアルしました。多重債
務相談窓口を設置し、佐伯市公式ホームページの充実に努め、審議会の議事録を公開し
ました。市民に向けた行政情報伝達の方法は充実しつつあると言えます。ただ、パブリッ
クコメントに寄せられる意見の数は僅かでした。また、前期基本計画に掲げた住民票交
付時間の延長や交付場所の拡充は図れませんでしたが、「おおいた広域交付窓口サービ
ス」により戸籍、住民票を他の自治体で交付できる体制を整えました。今後の課題は、
証明書発行や各種料金の窓口の取扱時間の延長です。

利便性を高め、より開かれた 行政サービスを提供する

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標４》

（１）住民票等の交付時間の延長に取り組みます。
（２）諸証明の交付事務取扱を郵便局等に拡充します。
（３）自治、防犯、交通安全等のコミュニティ活動への支援をします。
（４）審議会等の会議の公開やパブリックコメント制度の充実を図ります。
（５）多重債務問題にも対応できる専門的な知識を持つ消費生活相談窓口の設置に取り

組みます。
（６）交通安全・防犯等の各種啓発活動の充実に取り組みます。
（７）市報やホームページ、市政番組などの情報提供を推進し、行政の透明性を向上さ

せ、開かれた市政の充実を図ります。

　４　具体的な取組
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（１）公式ホームページのアクセス数を増加させます

　５　目標（値）

設定時 19 年度（ 2007 年度） 19,000 件／月
現状値 23 年度（ 2011 年度） 21,000 件／月
目標値 29 年度（ 2017 年度） 26,000 件／月
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　本市は、九つの市町村が合併し、誕生しました。合併するまで、佐伯市、上浦町、弥
生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村、蒲江町がそれぞれ一つの自治体と
して、固有の歴史と文化や伝統、風土を有し、魅力あるまちづくりを進めてきました。
これらは、それぞれの地域に暮らす市民の誇りとよりどころとなっています。それぞれ
の地域の文化と自然など、固有の地域資源を後世に引き継ぎ、地域の個性が光るまちづ
くりを進めます。

　各地域とも人口の減少が続いています。地域の文化・伝統行事を担う人達が高齢化し、
営まれている産業や防災を担う若者が減少しています。総じて、活力の維持が懸念され
る状況にあります。このため地域の特性をいかしたまちづくりが求められています。

☆地域の個性を尊重し、特性をいかしたまちづくりを進める

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標５》

（１）☆地域の実情に応じ、地域づくりの計画を策定します。
（２）☆計画については、適宜見直しを行い、地域の意見を反映します。

（１）☆毎年度、計画の検証を行います。

　４　具体的な取組

　５　目標（値）
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８　行財政分野

　政府が進めた三位一体改革は、国と地方の財政構造を大きく変革する制度改変となりま
した。これによって、国からの交付金等への依存度が高い自治体は、財源の確保が厳しく
なるため、行財政基盤の強化が必要不可欠となっています。
　本市においても、この三位一体改革を受けて、財政基盤を強化するため、行財政運営の
在り方を検証し、「第 1 期行財政改革推進プラン」及び「第 2 期行財政改革推進プラン」
を作成、実行し、財政運営の健全化を図りました。引き続き健全な財政運営を行い、行政
の効率化に努めるとともに、職員の資質の向上を図り、市民に信頼される職員をめざし、
行政サービスの向上に取り組みます。

市民サービスの充実を基本に、効率的な経営を行う

《基本目標》

　１　基本目標 　２　個別目標の設定

市民サービスの充
実を基本に、効率
的な経営を行う

【目標１】
行政運営の効率化を行う

【目標２】
行政サービスの向上に努める

【目標３】
健全な財政運営を行う
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　本市は、国の方針である「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針
の策定について」を受け、行財政改革推進プランを策定し、行財政改革を進めています。
定員管理計画に基づき、職員の削減に取り組まねばなりません。行政の効率化と総人件
費の抑制を旨とし、適正な人員管理を行うとともに、組織・機構を常に見直します。

　行財政改革推進プランに基づく定員管理計画により、職員数の削減を行いました。市
の管理する施設・業務のうち、可能なものには民間委託や指定管理者制度を導入し、行
政運営の効率化を図りました。今後も、組織改編による適正な定員管理に努めます。

行 政 運 営 の 効 率 化 を 行 う

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標１》

（１）行財政改革推進プランの進行管理を行うことにより、九州一広い面積を有する都
市としての適正な職員数と組織機能を継続的に検証します。

（２）☆民間委託、指定管理者制度を積極的に利用し、業務の効率化を進めます。
（３）☆業務の集約化、施設の統廃合を段階的に行い、組織機能の見直しを行います。

　４　具体的な取組

（１）職員数を削減します

　５　目標（値）

設定時 20 年度（ 2008 年度） 1,104 人
現状値 24 年度（ 2012 年度） 1,010 人
目標値 29 年度（ 2017 年度） 920 人以下

※ 行財政改革推進プランにより、職員数を削減します。
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　地方分権の推進により、自治体の権限が大幅に拡大しています。市としての独自性を
発揮し、地域の実情や多様化する市民のニーズに対応した効率的な行政サービスの提供
が求められています。このため、これらを担う職員一人ひとりの能力を高めるとともに、
職員としての意識啓発を行い、資質の向上に努めます。
　あわせて、積極的に業務ソフト等の導入を図り、業務の効率化を進め、住民サービス
の向上をめざします。

　市民サービスの向上を目指す人材を育てることを目的とした「佐伯市人材育成基本方
針」を策定し、人事考課制度を導入しました。職員一人ひとりを、行動し成果を残せる
人材に成長させることを目的とした取組です。この制度の実効性が求められています。
　業務効率化の面では、総合情報システムの導入により経費の削減と事務の効率化を図
りました。総合窓口の設置については、新庁舎建設に伴いめどがつきました。

行 政 サ ー ビ ス の 向 上 に 努 め る

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標２》

（１）職員の資質を高めるため、「人材育成基本方針」に基づき、職員研修の充実を図
ります。

（２）本庁舎に総合窓口を設置し、住民サービスの向上に努めます。

　４　具体的な取組

（１）☆職員研修の計画的な実施
　　　　毎年度末までに次年度の研修実施計画書を作成し、計画的な研修を実施しま

す。

　５　目標（値）
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８　行財政分野

　政府が進めた三位一体改革により、補助金・負担金の廃止・削減及び地方交付税の削
減がなされる一方、国から市への税源移譲は十分なものでなく、市の財政は厳しい状況
にあります。こうした中、財政運営の健全化を図るために、基幹的収入源である市税等
の確保に努めるとともに、行政経費の見直しを行います。

　「第 1期行財政改革推進プラン」に、平成 21 年度末の取崩型基金残高を 20 億円以
上とうたいました。これを達成し、第 2期の同プランである、平成 26年度末の市債残
高を 21年度末から 100 億円削減するという目標にもめどがついたところです。今後、
地方交付税の減額が予想される中、市債発行の抑制と充当一般財源の一層の節減が求め
られます。
　市政運営のための財源の確保には、市税徴収率の向上も寄与します。公正公平な市政
運営の観点とあわせ、取組が求められています。

健 全 な 財 政 運 営 を 行 う

　１　個別目標の設定

　２　考え方

　３　現状と課題

《目標３》

（１）☆市税の徴収を強化することにより、自主財源の確保に努めます。
（２）「佐伯市行財政改革推進プラン」により財政の健全化に取り組みます。

　４　具体的な取組

（１）市税徴収率を向上させます
　　【現年度分】

　　【過年度分】

　５　目標（値）

設定時 18年度（ 2006 年度） 97.74％
現状値 23年度（ 2011 年度） 97.96％
目標値 29年度（ 2017 年度） 98.5　％

設定時 18年度（ 2006 年度） 　9.43％
現状値 23年度（ 2011 年度） 17.17％
目標値 29年度（ 2017 年度） 20.0　％

※ ここでの市税は、市民税、固定資産税、都市計画税などをいいます。
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８　行財政分野

（２）経常収支比率の健全化
　　　経常収支比率を９０％以内に抑え、財政の健全化に努めます。

設定時 18 年度（ 2006 年度） 91.2％
現状値 22 年度（ 2012 年度） 88.8％
目標値 29 年度（ 2017 年度） 90％以内

※「経常収支比率」とは、税などの一般財源が、人件費や扶助費、公債費など経常的に支出
する経費にどれくらい充当しているかをみることで、財政の健全性を判断する指標となり
ます。この比率が高くなるほど、公共施設の整備などの投資的経費に充当する財源の余裕
が少なくなり、財政運営が厳しくなります。





資　　料
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１　策定までの経過

２　各審議会等の経過
（１）　佐伯市総合計画策定委員会の開催経過

佐伯市総合計画策定委員会は、地域審議会や佐伯市総合計画審議会へ諮問する
素案を策定する会です。

委員長：副市長、副委員長：教育長、委員：各部長、各振興局

※上記のほか、各検討部会（8 分野）及び企画・振興局会議（８振興局及び企画課）を
随時開催しました。

年　月 取組内容
平成 23 年 2 月
平成 23 年 3 月
平成 23 年 4 月
平成 23 年 6 月
平成 23 年 11 月
平成 24 年 1 月

平成 24 年 1 月
平成 24 年 6 月
平成 24 年 6 月

平成 24 年 8 月
平成 24 年 9 月
平成 24 年 9 月
平成 24 年 10 月
平成 24 年 12 月

第 1 回佐伯市総合計画策定委員会を開催した。（合計 7 回開催）
市議会全員協議会において策定着手の報告を行った。
市民アンケートを実施した。
各検討部会において前期基本計画の検証を開始した。
市議会全員協議会において前期基本計画検証結果を報告した。
各地域審議会に前期基本計画の検証結果及び後期基本計画の策定方
針を諮問し、答申を受ける。
各検討部会において後期基本計画（素案）の検討を開始した。
第 1 回佐伯市総合計画審議会を開催した。（合計 3 回開催）
市長ふれあいトークにおいて後期基本計画（素案）の説明を行った。

（市内 17 か所）
各地域審議会に後期基本計画（素案）を諮問し、答申を受ける。
佐伯市総合計画審議会から答申を受ける。
市議会全員協議会において後期基本計画（素案）の説明を行った。
パブリックコメントを実施した。
市議会に議案として提案し、可決された。

開催回 開催日 内　　容

第 1 回 H23. 2 .16 前期基本計画の検証方法について審議した。

第 2 回 H23.10.11 前期基本計画の検証のまとめを行った。

第 3 回 H23.12.26 後期基本計画の基本方針及び策定作業について審議した。

第 4 回 H24. 3 .26 後期基本計画（素案）について審議した。

第 5 回 H24. 6 . 6 後期基本計画（素案）の修正及び公表について審議した。

第 6 回 H24. 7 .20 総合計画審議会からの意見について審議した。
第 7 回 H24. 9 .20 各審議会等からの答申について審議した。各意見を素案に反映す

るための審議を行った。
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（２）　地域審議会への諮問・答申の経過
　　ア　「前期基本計画の検証結果」及び「後期基本計画策定の基本方針」について諮

問し、答申を受けました。
　　※基本方針：①基本目標及び個別目標は変更しない
　　　　　　　　②地域別振興計画は策定しない

　　イ　「後期基本計画（素案）」について諮問し、答申を受けました。

地域名 開催日 分野別検証結果 地域別検証結果 後期計画方針

佐伯 H24. 1 .31 妥当
（意見有）

妥当
（意見有） 妥当

上浦 H24. 2 . 8 妥当 妥当 意見を付して妥当

弥生 H24. 2 . 2 妥当
（意見有）

妥当
（意見有） 意見を付して妥当

本匠 H24. 2 . 8 妥当
（意見有）

妥当
（意見有） 策定すべき

宇目 H24. 1 .25 要望あり 要望あり 策定すべき
直川 H24. 2 . 9 妥当 妥当 策定すべき

鶴見 H24. 1 .24 妥当 妥当 妥当

米水津 H24. 1 .31 妥当 妥当 策定すべき

蒲江 H24. 2 . 6 妥当 妥当
要件をクリアしな
ければ廃止すべき
でない。

地域名 開催日 後期基本計画 地域づくり計画

佐伯 H24. 8 . 7 妥当（意見有） 妥当（意見有）

上浦 H24. 7 .23 妥当 妥当（意見有）

弥生 H24. 7 . 4 妥当（意見有） 妥当（意見有）

本匠 H24. 6 .26 妥当（意見有） 妥当（意見有）

宇目 H24. 6 .15 妥当（意見有） 妥当
直川 H24. 7 . 3 妥当 妥当

鶴見 H24. 7 .20 妥当 妥当

米水津 H24. 6 .28 妥当（意見有） 妥当

蒲江 H24. 7 . 3 妥当（意見有） 妥当
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（３）　佐伯市総合計画審議会への諮問・答申の経過
　　　学識経験者、各種団体関係者等で構成する市長の総合計画の諮問機関です。「後
　　期基本計画（素案）」について諮問し、答申を受けました。

（４）　市長ふれあいトークについて
　　　開催テーマを「佐伯市の将来のまちづくり　～総合計画後期基本計画（素案）を
　　　もとに～」と題して、参加者全員に後期基本計画の素案を配布し、概要説明をし
　　　た後、意見交換を行いました。

開催回 開催日 内　　容

第 1 回 H24. 6 .25 後期基本計画策定について諮問した。素案及び検証資料等の説
明を行った。

各所属団体等において、素案の検討を行い、事務局へ意見の提
出を行った。

第 2 回 H24. 8 . 1 後期基本計画（素案）について、執行部と質疑応答を行った。
執行部との質疑応答を受けての意見整理や追加意見の集約を
行った。

第 3 回 H24. 8 . 29 答申（案）について審議を行った。
答申 H24. 9 . 6 「意見を付して総括的に妥当」との答申を行った。

意見集約

意見集約

実施日 地　　域 場　　所 参加者数
1 6 月 30 日 西上浦 西上浦地区公民館 27
2 7 月 3 日 八幡 八幡地区公民館 22
3 7 月 4 日 宇目 宇目地区公民館 24
4 7 月 5 日 本匠 本匠地区公民館 27
5 7 月 6 日 上浦 上浦地区公民館 18
6 7 月 9 日 直川 直川地区公民館 11
7 7 月 10 日 鶴見 鶴見振興局 22
8 7 月 12 日 米水津 米水津地区公民館 53
9 7 月 19 日 蒲江 蒲江地区公民館 19
10 7 月 19 日 鶴岡 鶴岡地区公民館 35
11 7 月 24 日 弥生 弥生保健センター 42
12 7 月 24 日 佐伯 佐伯地区公民館 47
13 7 月 25 日 大入島 海人夏館 28
14 7 月 26 日 下堅田・青山・木立 下堅田地区公民館 31
15 7 月 26 日 上堅田 上堅田地区公民館 44
16 7 月 30 日 渡町台 渡町台公民館 14
17 8 月 2 日 佐伯東 常盤公民館 30

合　　　計 494
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（５）　市議会への報告等について

開催日 内　　容
H23. 3 .10 後期基本計画策定について、概要と全体スケジュールの説明を行った。
H23.11.21 前期基本計画の検証結果について説明を行った。
H24. 9 .26 後期基本計画（素案）について説明を行った。
H24.12.21 平成 24 年第 5 回定例会に提案し、可決された。
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３　審議会委員名簿
（１）　佐伯市総合計画審議会委員名簿

役　職 選出区分 所属・職名 氏名

会　長 経済・金融 佐伯商工会議所　会頭 谷 川　憲 一

副会長 弥生地区 前佐伯市教育委員会委員 大 和　三 代

学識経験者 大分大学工学部　准教授 小 林　祐 司

経済・金融 佐伯市番匠商工会　会長 森 竹　治 一

経済・金融 佐伯市あまべ商工会　会長　　 金碇　長一郎

経済・金融 佐伯市工業連合会　会長 山 城　繁 樹

経済・金融 佐伯市商店街連合会　会長 宮 明　邦 夫

経済・金融 大分銀行佐伯支店　支店長 甲 斐　一 義

農林水産観光 大分県農業協同組合 佐伯事業部統括事業部長　 永 井　豊 文

農林水産観光 大分県漁業協同組合 県南海区運営委員長会会長　　　　茅 野　眞 二

農林水産観光 佐伯広域森林組合　参事　 山 崎　義 久

農林水産観光 佐伯市観光協会　事務局長 古 田　浅 男

福祉・医療 佐伯市社会福祉協議会　常務理事 河 野　伸 生

福祉・医療 佐伯市医師会　副会長　 曽 根　   勝

福祉・医療 佐伯市身体障害者福祉協議会　理事 山﨑　美智江

自治委員会 佐伯市自治委員会連合会　会長 山 中　琢 磨

防災関係 佐伯市連合消防団　副団長 水 口　貞 光

教育関係 佐伯市教育委員会　委員長職務代理 河 野　利 通

子育て関係 つるおか子どもの家　代表 冨 高　国 子

老人団体 佐伯市老人クラブ連合会　会長 橋 迫　敬 渉

女性団体 下堅田女性の会　代表 吉 田　葉 末

佐伯地区 元佐伯市 PTA 連合会役員 野々下　涼美

上浦地区 前手作り人形劇団つくしんぼ代表 管   　貴 子

本匠地区 なのはな会　代表 磯川　利恵子

宇目地区 宇目生活改善連絡協議会　会長 福田　万千枝

直川地区 直川女性の会　会長 小野　みよ子

鶴見地区 元五行塾塾生 新 谷　良 子

米水津地区 よのうづ子どもクラブ　指導員代表 井 上　和 子

蒲江地区 NPO 法人かまえブルーツーリズム研究会　理事長 橋 本　正 恵
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（２）　地域審議会委員名簿（総合計画諮問時における地域審議会委員）

地　区 役　職 氏　名 地　区 役　職 氏　名

佐伯

会　長 竹 嶋　 水 夫

上浦

会　長 藤 田　 圭 亮

副会長 川 上　 悦 子 副会長 児 玉　 美 春

今 山　 哲 也 安 部     力

江 藤　 ま つ み 天 野　 公 瑞

染 矢　 弘 子 河 野　 廣 由

髙 野　 洋 美 河 本　 政 子

田 渕　 絵 美 児 玉　 保 之

戸 山　 惠 子 曽 根　 秀 房

仲 野　 友 美 谷 矢　 常 子

簀 戸　 有 香 莉 坪 根　 ソ ヨ 子

橋 迫　 敬 渉 野 田　 和 秀

本 田　 房 代 本 田　 孝 臣

松 本　 裕 樹 松 田　 雄 基

御 手 洗　 金 重 森 﨑　 晃 代

山 内　 康 司 吉 岡　 俊 子

弥生

会　長 近 藤　 愛 子

本匠

会　長 磯 川　 利 惠 子

副会長 矢 野　 輝 人 副会長 髙 野　 民 生

荒 木　 広 樹 芦 刈　 健 一

市 原　 美 香 大 竹　 久 子

井 上　 真 紀 小 野　 隆 壽

尾 崎　 紀 美 子 川 野　 敦 子

河 野　 紘 一 川 野　 小 百 合

河 野　 訓 治 吉 良　 友 一

川 野　 智 恵 子 首 藤　 隆 之

久 寿 米 木 重 生 髙 橋　 美 知 幸

塩 月　 彰 一 髙 橋　 美 和

出 納   　 東 戸 髙　 康 成

染 矢　 庄 治 柳 井　 忠 臣

田 原　 賢 治 柳 井　 晴 之

山 口　 美 恵 子 柳 井　 綾 子
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地　区 役　職 氏　名 地　区 役　職 氏　名

宇目

会　長 軸　 丸　 國　 典

直川

会　長 阿 部　 茂 美

副会長 河　野　　 　照 副会長 曽 根 田  　 守

市 川　 寿 一 芦 刈　 美 代

伊 藤　 文 士 小 野　 み よ 子

小 野　 京 子 工 藤　 和 枝

小 間　 芳 郎 後 藤　 政 子

小 野　 欣 子 櫻 井　 米 士

後 藤　 菊 藏 下 川　 美 由 紀

佐 藤　 進 一 戸 髙　 松 榮

神 宮　 恵 子 春 山　 啓 一

髙 山　 福 代 廣 瀬　 芳 子

矢 野　 一 郎 水 久 保　 雄 二

矢 野　 三 千 代 森 竹　 一 弘

矢 野　 剛 將 栁 井　 道 則

和 哥 山　 邦 彦 山 際　 克 展

鶴見

会　長 吉 岡　 政 己

米水津

会　長 金 碇　 長 一 郎

副会長 阿 部　 愛 子 副会長 渡 辺　 正 太 郎

安 達　 一 男 磯 田　 保 江

大 西   　 栄 織 戸　   靖

塩 月  　 寛 菊 川　 長 生

神 崎　 明 昌 小 松　 久 留 美

桑 原　 瑞 世 嶋 原　 隆 之

塩 月　 和 子 高 橋　   寛

染 矢　 正 直 高 橋　 ユ リ 子

多 田   　 茂 坪 矢　 美 徳

成 松   　 稔 戸 髙　 美 貴 子

浜 田   　 勇 堀 川　 利 恵 子

肥 後　 昭 子 水 口　 作 馬

広 津 留 由 紀 子 水 口　 貞 光

古 川   　 積 三 原　 ひ と み
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地　区 役　職 氏　名

蒲江

会　長 坂 本　 義 明

副会長 高 橋　 壽 恵

安 部　 文 子

磯 貝   　 弘

岡 村　 常 春

小 野　   太

甲 斐　 る り

白 岩　 嘉 峯

高 橋　 あ ゆ み

高 橋　 佐 一 郎

戸 髙　 勝 之

中 島　 豊 美

増 野　 浩 一 郎

松 下　 優 子

山 本　 幹 太
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