
働く場 活力 観光・交流

⑱地域で守り伝えられてきた歴史・文化は
観光振興にも欠かせない資源であり、
文化財などの継承、活用を通じて、
滞在時間の延長につなげる
地域の状況に応じた観光振興
[参考データ 図8]

⑯2020年東京オリンピック・パラリンピック
など、国際的な競技大会の開催が予定され、
多くの訪日外国人旅行者が見込まれる
中、外国人誘客に向けた対応
[参考データ 図7]

⑰地域固有の食文化は観光客を
惹きつける魅力になり、国内外の
観光客誘客に向けた
農業と観光の農観連携への対応

⑲交流人口の増加や地域の活性化につながる
コンベンション誘致への対応

⑳マラソン大会などのスポーツイベント
による交流促進への対応

◆人口減少、少子化への対応

◆高齢化への対応

◆生産年齢人口減少への対応

◆世帯人員減少への対応

岐阜市で育まれた人々が、社会や経済の中で力を発揮し活躍していくためにも、“働く場”が重要と
なります。
岐阜市は、豊かな自然環境と奥深い歴史や伝統、県都としての高度な都市機能を有しており、こうした
地域資源や特徴を活かして、活発な起業による新産業の創出や産業の集積、農林水産業などの活性化を
通じて、新たな雇用の創出と地域産業の振興につなげ、市全体の活力の創出が求められます。
地域で守り伝えられてきた歴史・文化を観光資源として活かし、世界に対して誇れる都市として、
国内外からの誘客による観光振興とともに、様々なスポーツイベントなどで来訪する交流の促進が重要
となります。

〔人口〕
H22:41.3万人 ⇒ H27:40.7万人
〔高齢化率〕
H22:23.9％ ⇒ H27:27.6％
〔生産年齢人口〕
H22:25.6万人 ⇒ H27:24.3万人
〔1世帯あたり人員〕
H22:2.55人/世帯 ⇒ H27:2.46人/世帯

⑩農業の持続性の担保や就業者の所得向上
につなげるため、製薬業発祥の地という特徴を活
かした薬用作物の産地化や飛騨･美濃伝統野菜な
ど、市内農産物の付加価値の向上

⑪農業就業者の高齢化が進行する中、
後継者不足を解消するための新たな担い手
の確保と育成 [参考データ 図5]

⑫後継者不足による耕作放棄地の拡大が
懸念される中、食糧を供給する基本的な役割と
ともに、水源のかん養、自然環境の保全や
良好な景観形成などの機能を保つための、
農地の集積・集約 [参考データ 図6]

⑬食の安全・安心への関心の高まる中、
地産地消の推進とともに、輸入に過度に依存
した豊かな食生活の実現による生産の場と消費
の場に食と農の意識の乖離が生じており、
その理解を深めるための対応

⑭「清流長良川の鮎」の世界農業遺産の認定
を契機とした、さらなる内水面漁業の振興

⑮森林は、様々な機能を有し、重要な役割を担って
おり、計画的な施業など、森林整備の促進

④第4次産業革命など技術革新が進展する一方、人手不足が
懸念される中、新技術の導入などにより生産性を向上させ、
オンリーワンのイノベーションに基づく地域産業の競争力
の強化 [参考データ 図3]

⑤地域の核となる新産業の創出や、既存企業における
新事業の展開など、地域産業の新陳代謝の促進
[参考データ 図4]

⑥中小企業経営の不安要因を解消するための経営基盤の強化や、
経営者の高齢化による後継者不足に対応した円滑な事業承継

⑦リニア中央新幹線や東海環状自動車道西回りの開通、市内に
様々な高等教育機関などが立地する産学連携に恵まれた環境を
活かした企業誘致による雇用創出や地域産業への波及

⑧大規模店舗の進出、インターネット通販の普及や
高齢化などに伴う消費スタイルの変化の中、中心市街地などの
商店街の活性化

⑨本市の伝統工芸品は、工業製品としての役割とともに、本市を
発信する役割も有しており、地域のアイデンティティ
を支える意味でも重要であり、これまで主要産業として地域経済
を牽引してきた繊維工業の振興とともに、伝統工芸品
産業の支援

①生産年齢人口が減少する中、
雇用のミスマッチ解消など、
若年者が地域経済の
担い手として市内企業に就労
し、定着できる雇用環境の
改善 [参考データ 図1]

②女性や高齢者などが就労
でき、子育てや介護などを理由
に離職することのないよう、
個性と能力を十分に発揮し、
活躍できる雇用環境や
職場環境の改善

③健康維持、離職防止、企業への
定着につながる仕事と家庭
の両立を支援する労働条件
の整備とともに、がんなどの
病気になっても、治療と仕事を
両立し、柔軟な働き方を
実現する環境づくり
[参考データ 図2]

古きと新しきを活かした産業が活性化し、活力のあるまちへ
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 住民自治の充実に向け、住民がまちづくりに
参画しやすい仕組みづくり、
多様な世代や主体が 相互に協力して
課題を解決するための交流する場づくり、
地域において人々が集まる場づくり
[参考データ 図11]

地域のまちづくりの担い手確保に向けた
人材の発掘と育成への対応 [参考データ 図12]

企業を含めた各種市民活動団体どうしの交流や
ネットワークによる、多様な市民活動の展開
への支援や活動促進のためのコーディネート機能
の向上への対応 [参考データ 図13]

 日常生活において、国籍や民族などの
異なる人々が、互いを認め合い、共に
生きていく多文化共生の地域づくり
への対応 [参考データ 図14,15]

 高度で多様な都市サービスを多くの人へ享受するとともに、中枢機能拠点として
都市全体を牽引する中心市街地の活性化への対応 [参考データ 図9]

 中心市街地は、多くの恒常的な来訪にまでは至っていない中、恒常的な
にぎわいを創出するため、遊休不動産のリノベーションによる
利活用など、商業の振興やまちの魅力向上への対応 [参考データ 図10]

 中心部の名鉄名古屋本線における踏切事故や慢性的な交通渋滞、分断された市街地
などが発生している中、鉄道沿線における一体的で安心、安全なまちづくり
への対応

まちの魅力 多世代交流

生涯学習によるまちづくり

市民活動

活性化 市民交流・協働 多文化共生・国際交流

多くの人々が集まりにぎわう、活気のあるまちへ基本的方向④

◆人口減少、少子化への対応

◆高齢化への対応

◆生産年齢人口減少への対応

◆世帯人員減少への対応

地方都市における中心市街地は、都市を特徴づける「都市の顔」として、都市全体を牽引する中枢機能
拠点としての役割が期待されており、中心市街地に人が住み、商業などが活性化していることが、重要
となります。
多様化・複雑化した地域課題を解決するには、行政だけでは限界があり、市民・市民活動団体・
企業・行政などが、お互いのアイデアや資源、特性を生かし、一緒に携わっていくことが重要であり、
また、世代を超えた市民交流・協働によるまちづくりが求められます。
人口減少社会において、様々な場で、外国人が活躍する機会の増加が見込まれます。よって、国際的な
交流とともに、国籍などが異なる人々が互いを認め合い、共に生きていく社会の構築が求められます。

〔人口〕
H22:41.3万人 ⇒ H27:40.7万人
〔高齢化率〕
H22:23.9％ ⇒ H27:27.6％
〔生産年齢人口〕
H22:25.6万人 ⇒ H27:24.3万人
〔1世帯あたり人員〕
H22:2.55人/世帯 ⇒ H27:2.46人/世帯

人口減少・少子化・高齢化

＜掲載するデータは岐阜市＞

“基本的方向”の実現に向けた焦点
中長期的な
トレンド

岐阜市の“活力”に関する行政課題

P.2

→ 参考データは11,12ページ → 参考データは13 15ページ → 参考データは16 18ページ

分野別課題

 中心市街地の商業機能などの活力維持に向けた便利で快適な
まちなか居住推進への対応

まちなか居住

 東京オリンピック・パラリンピック
など、多くの訪日外国人と触れ合う
機会の増加を見据えた
地域レベルでの国際交流
への対応 [参考データ 図16]

多文化共生

国際交流

H30.2.14（仮称）岐阜市未来ビジョン民間懇話会
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参考データ

“働く場”に係る参考データ

P.3

図1 岐阜管内の職業別有効求人倍率（2017年11月）
出典：ハローワーク岐阜

岐阜管内：岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町
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参考データ

“働く場”に係る参考データ

P.4

図2 がんと診断された後の就労状況の変化
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参考データ

“産業”に係る参考データ

P.5

図3-1 岐阜市の従業者規模別の事業所数
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図3-2 製造業の産業分類別従業者数
（2014年）【岐阜市】

出典：工業統計調査
出典：事業所・企業統計調査（S61 H18）

経済センサス（H21 H26）
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参考データ

“産業”に係る参考データ

P.6

図4 岐阜市内の繊維工業の製造品出荷額と
全製造業に占める割合の推移

出典：工業統計調査（S61 H18、H26）
経済センサス（H23）
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参考データ

“農林水産業”に係る参考データ

P.7

図5 岐阜市の販売農家の年齢別農業就業人口
出典：農林業センサス
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参考データ

“農林水産業”に係る参考データ

P.8

図6-1 耕作放棄地面積
（2005年 2015年）【岐阜市】

出典：農林業センサス

図6-2 耕作放棄地面積
（2005年 2015年）【岐阜県】

出典：農林業センサス

図6-3 耕作放棄地面積
（2005年 2015年）【全国】

出典：農林業センサス



観光 1/2

参考データ

“観光”に係る参考データ

P.9

図7 長良川温泉の宿泊者数（外国人地域別）推移
（2005年 2016年）【岐阜市】

出典：岐阜市観光統計
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参考データ

“観光”に係る参考データ

P.10

図8 長良川温泉の日本人宿泊者数の推移
出典：岐阜市観光統計

（人）
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参考データ

“活性化”に係る参考データ

P.11

図9-3 市街化区域に対する中心市街地の
固定資産税等相当額の割合図9-2 中心市街地の地価公示価格の推移

出典：岐阜市集計出典：国土交通省 地価公示

出典：岐阜市住民基本台帳
図9-1 中心市街地の人口の推移
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参考データ

“活性化”に係る参考データ

P.12

図10 歩行者・自転車通行量（柳ケ瀬周辺地区）推移
（1990年 2016年）【岐阜市】

出典:岐阜市集計
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参考データ

“市民交流・協働”に係る参考データ

P.13
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出典:岐阜市集計



参考データ

“市民交流・協働”に係る参考データ

P.14

出典：岐阜市市民意識調査

図12 地域活動に参加している市民の割合の推移
（2013年度 2017年度）【岐阜市】
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出典:岐阜市集計
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参考データ

“多文化共生・国際交流”に係る参考データ

P.16

図14-1 外国人住民人口の推移
（2005年 2015年）【岐阜市】

出典：国勢調査（総務省）
注：外国人人口は、総人口から日本人を除いた数としている。

図14-2 外国人住民人口の推移
（2005年 2015年）【岐阜県】

図14-3 外国人住民人口の推移
（2005年 2015年）【全国】

出典：国勢調査（総務省）
注：外国人人口は、総人口から日本人を除いた数としている。

出典：国勢調査（総務省）
注：外国人人口は、総人口から日本人を除いた数としている。



参考データ

P.17

出典：岐阜市市民意識調査

図15 身近に日本人と外国人の方との交流があると感じる市民の割合の推移
（2013年度 2017年度）【岐阜市】
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P.18

図16 訪日外国人旅行者数の推移
（2003年 2016年）【全国】

出典：日本政府観光局（JNTO）


