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第１部

本町について
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（１）位置と地勢
本町は、愛媛県の中央に位置し、北部は県都松山市に重信川を隔てて接しています。西部

は松前町、伊予市、東部は松山市、久万高原町、南部は内子町と接しています。
本町の砥部地域は、重信川に注ぐ砥部川が中央部を流れ、盆地状の地形となっています。
また、南部に向かうにつれ標高が高くなり、広田地域は北ヶ森（1,010m）、三郷の辻（932m）
などの高峰に囲まれた山間地域になっており、大部分が15度以上の傾斜地という、起伏の
多い地形となっています。

（２）気候
本町の気候は、地域ごとに異なっています。北部は年間を通して温暖な気候ですが、南部

の山間部は、冬季に15cm程度の積雪もみられます。また、その中間部は、寒暖の差が大
きな盆地的気候となっています。全体的には良好な気候となっており、居住に適した地域と
なっています。

（３）歴史
本町は、香り高い文化と歴史が息づくまちです。
平成17年１月１日、「砥部町」と「広田村」が合併し、新「砥部町」が誕生しました。
両町村は、住民の生活圏や文化圏などにおいても一体性の強い地域で、農林業などの産
業面も共通し、教育文化・スポーツなどの地域間交流も盛んに行われていました。
砥部焼の原料となる陶石は、広田村で採取されたもので、この砥部焼を通じて古くから交

流がありました。

本町の地域特性1



11

第
1
部

（４）人口・世帯の状況

①人口の状況と推計
本町の人口は、減少の一途をたどり、平成27年には人口が21,844人となってい

ます。また、将来推計人口をみると、平成37年（2025年）には19,882人となっ
ており、平成27年から約2,000人減少する見込みとなっています。

本
町
の
地
域
特
性

第
1
部

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

（2006年）（2007年）（2008年）（2009年）（2010年）（2011年）（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2025年）
H37

（人） 社人研推計⇒

■人口の推移と将来推計

資料：H18～H27は住民基本台帳、平成37年（2025年）は社人研推計

平成37年（2025年）
目標人口20,386人

砥部町「人口ビジョン」における人口の将来
展望の推計では平成37年（2025年）に
20,386人となり、現状すう勢ケースの推計
に比べ、約500 人の改善が見込まれる
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②世帯の状況
本町の世帯は、増加傾向にあり平成27年では8,356世帯となっています。
１世帯当たりの人員数については、減少し続けており、平成27年では2.54人となっ
ています。

③人口移動
本町の転入数は、増減を繰り返しながら推移しており、平成26年では703人となっ

ています。転出数は、平成21年以降減少傾向にあるものの、転入数を上回る社会減
の状況が続いています。

本町の地域特性1

資料：国勢調査

■一般世帯数と１世帯あたり人員の推移

人口 世帯数 一世帯当たりの人員数

（人、世帯） （人/世帯）

(1990年） (1995年） (2000年） (2005年） (2010年） (2015年）

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

転入数 転出数 社会増減

（転入数、転出数） （転入数-転出数）
■転入数と転出数の推移

資料：愛媛県統計課 愛媛県推計人口及び人口動態

(2005年） (2006年） (2007年） (2008年） (2009年） (2010年） (2011年） (2012年） (2013年） (2014年）
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（５）産業人口の状況
本町の就業者数は、男女ともに「製造業」、「卸売業・小売業」が多くなっています。
特化係数は、男女ともに「農業・林業」、「製造業」、「卸売業・小売業」、「教育・学習支援
業」、「複合サービス事業」などが高くなっています。

13

特化係数就業者数（人） 就業者数（男）
就業者数（女）
特化係数（男）
特化係数（女）

■町内の就業者数と特化係数（平成22年）

特化係数とは
ある地域の特定の産業の相対的な集積度、つまり強みを見る指数のこと。
１が全国平均となっており、１以上であれば、その産業は特化していると考えられる。

資料：国勢調査

1,200

1,000

800

600

400

200

0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
農
業
、林
業

鉱
業
、採
石
業
、砂
利
採
取
業

建
設
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

情
報
通
信
業

運
輸
業
、郵
便
業

卸
売
業
、小
売
業

金
融
業
、保
険
業

不
動
産
業
、物
品
賃
貸
業

学
術
研
究
、専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
、飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、娯
楽
業

教
育
、学
習
支
援
業

医
療
、福
祉

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

サ
ー
ビ
ス
業（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

公
務（
他
に
分
類
さ
れ
る
も
の
を
除
く
）

分
類
不
能
の
産
業

　う
ち
農
業



14

（１）アンケート調査
■調査概要

項目 内容

調査対象者 「中学３年生」全201人の内、欠席者などを除く188人
「満16歳以上の住民」2,000人を対象に無作為抽出

調査期間 平成28年７月１日（金）～平成28年７月22日（金）

調査方法 「中学３年生」：学校を通じての配付・回収
「満16歳以上の住民」：郵送による配布・回収

回収数 「中学３年生」188件中188件　　100％
「満16歳以上の住民」2,000件中864件　43.2％

中学３年生の思い

①魅力だと思うところ
本町の『すてきなところ』についてみると、「山や川など、豊かな自然に恵まれて

いるところ」が66.5％ともっとも高く、次いで「砥部焼など、すばらしい伝統文化
があるところ」が35.6％となっています。

住民の思い2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

不明・無回答

その他

公園や道路などが整っているところ

地域行事が盛んで、ご近所さんと親しいところ

特にない

人が親切で、あたたかいところ

動物園など、見どころがたくさんあるところ

治安がよく、安心して住めるところ

砥部焼など、すばらしい伝統文化があるところ

1.61.6

1.11.1

2.12.1

10.110.1

11.211.2

25.525.5

27.727.7

29.829.8

35.635.6

山や川など、豊かな自然に恵まれているところ 66.566.5

■問：あなたが感じる砥部町の『すてきなところ』はどこですか。
（N=188) （％）（％）
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②本町に対する愛着

将来、進学や就職で本町を出ることになったとしても、また本町に戻ってきたい
と思うかどうかについてみると、「思う」が43.1％ともっとも高く、次いで「少し
思う」が38.3％となっています。
また、本町に戻ってきたいと思わない理由についてみると、「新しい場所で生活し
てみたいから」が50.0％ともっとも高く、次いで「砥部町の環境が不便で、住みに
くいと感じるから」が41.2％となっています。

住
民
の
思
い

第
1
部

思う

■問：将来、進学や就職で本町を出ることになったとしても、また本町に戻ってきたいと
　　　思いますか。

■問：本町に戻ってきたいと思わない理由は何ですか。

（N=188)

（N=34) （％）（％）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

43.1 38.3 18.1 0.50.5

少し思う 思わない 不明・無回答

「思う」と「少し思う」を合わせると、
８割以上が本町に戻ってきたい（本町
で暮らしたい）と感じている

0.0 20.0 40.0 60.0

不明・無回答

その他

砥部町外のほうが、
友人や知人が多いから

親元を離れて暮らしたいから

通勤が困難だから

就職先がないから

砥部町の環境が不便で、
住みにくいと感じるから

新しい場所で生活してみたいから 50.0

41.2

35.335.3

26.526.5

20.620.6

8.88.8

5.95.9

2.92.9
環境の不便さを
理由にあげる生徒が
２番目に多い
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16歳以上の住民の思い

①まちづくりに対して感じていること

まちづくりに対して感じていることについて、本町の強みになっているのは、「普段
から隣近所の人と付き合いがある」と感じていることや「住みやすい」と感じている
人が多くなっています。
一方で、課題となっているのは、「まちづくりに積極的に参加してみたい」と思って

いる人が少ないことや、「スポーツ活動を行っていない」と答えた人が多くなっている
ことです。隣近所での付き合いがある分、地域での活動参加が課題となっています。

（N=864)

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％ 100.0％

12. 砥部町は高齢者が暮らしやすい町だと思いますか

11. 自分の健康づくりについて積極的に
取り組んでいることがありますか

10. インターネットをよく活用していますか

９. 砥部町は犯罪の少ない安心できる町だと思いますか

８. 災害があった場合の備えを行っていますか

７. お住まいの地域の自然災害の危険性や
避難場所について知っていますか

６. あなたがお住まいの砥部町は住みやすいと思いますか

５. 砥部町は自然環境にやさしい町だと思いますか

４. 広報「とべ」を読んでいますか

３. まちづくりに積極的に参加してみたいと思いますか

２. 地域の公共施設（公民館・集会所など）は
十分活用されていると思いますか

１. 普段から隣近所の人と付き合いがありますか 69.6

39.5

25.6

85.8

58.2

74.7

56.3

33.9

58.6

45.8

48.7

26.2

【凡例】 はい わからない いいえ 不明・無回答

53.7 17.9

17.2 31.5

6.6 45.3

33.2

19.2 44.6

24.9 16.9

15.5

35.0 4.54.5

8.08.0

6.16.1

9.4

48.7 21.4

28.4 29.2

10.0 18.1 2.42.4

2.02.0

2.32.3

2.02.0

2.32.3

2.12.1

2.32.3

2.52.5

2.22.2

2.92.9

3.03.0

4.34.3

1.91.9

将
来
の
ま
ち
づ
く
り

住民の思い2
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【凡例】 はい わからない いいえ 不明・無回答

将
来
の
ま
ち
づ
く
り

23. 砥部町の観光業は、地域の資源を
十分生かしていると思いますか

22. 砥部町の農林業は元気があると思いますか

21. 砥部町は地元の若者やＩ・Ｕターンの若者が
就労しやすい町だと思いますか

20. 「男女共同参画社会」という言葉の
意味を知っていますか

19. 砥部町は男女の差別なく、ともに
自己実現が図れる町だと思いますか

18. 砥部町のスポーツ施設について
満足されていますか

17. 現在何らかのスポーツ活動を行っていますか

16. 砥部町の文化施設（図書館など）
について満足されていますか

15. 砥部町の子どもたちには郷土愛の
精神が根付いていると思いますか

14. 砥部町は障がいの有無に関わらず、
誰もが暮らしやすい町だと思いますか

13. 砥部町は安心して子どもを
産み育てやすい町だと思いますか 2.92.9

2.52.5

3.03.0

2.92.9

3.03.0

2.12.1

2.22.2

2.32.3

2.72.7

2.72.7

3.03.0

39.9

22.7

17.2

43.1

25.5

19.1

18.6

53.6

8.4

6.96.9

23.0 55.4 19.2

55.9 35.0

49.3

26.6 16.8

66.4 12.0

61.1

65.75.85.8

16.816.8

40.240.2

11.8

66.8 13.3

60.9 13.8

48.0 9.1

42.642.6
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②将来なっていてほしい町のイメージ

本町が将来どのようなイメージの町になっていてほしいと思うかについてみると、
「高齢者や障がい者が安心して暮らせる福祉の充実した町」が57.9％ともっとも高
く、次いで「保健・医療が整ったいつまでも健康に暮らせる町」が47.6％となって
います。

住民の思い2

0 10 20 30 40 50 60（％）

不明・無回答

その他

協働や住民主体のまちづくりなどが活発な町

全国に誇れる特産品を産む農林業の町

芸術活動が盛んなアートの町

一人ひとりの人権が尊重される平等な町

様々なニーズに応えられる働く場のある町

学校教育や生涯学習など、
学びの環境が充実した町

観光やレクリエーションのために
多くの人が訪れる町

商業施設が多くあり、買い物に便利な町

自然・文化・歴史を守り、伝えていく町

防災・防犯体制が整った安全・安心な町

道路網や公共交通などの移動に便利な町

保育サービス等が整った
子育て環境が充実した町

将来にわたって健全な財政運営を行う町

保健・医療が整った
いつまでも健康に暮らせる町

高齢者や障がい者が安心して
暮らせる福祉の充実した町 57.9

47.6

28.1

26.6

22.9

21.1

14.8

14.4

13.0

12.5

10.0

8.4

6.5

4.7

1.7

0.3

2.3

誰もが健康で、安全に、
安心して暮らせる町に
なってほしい
との意見が多数

■問：本町が将来どのようなイメージの町になっていてほしいと思いますか。
（N=864)
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（２）まちづくり関連団体調査
■調査概要

項目 内容

調査対象者 本町内で活動している40団体（資料参照）

調査期間 平成28年８月15日（月）～平成28年８月26日（金）

調査方法 郵送及び手渡しによる配布・回収

回収数 40件中24件　60％

①活動推進の支障になっていること、困っていること

活動を推進するにあたって、支障になっていることや困っていることについてみる
と、「メンバー（人手）が不足している」が13件ともっとも多く、次いで「情報提
供が必要な人に対して、活動内容の周知ができていない」が９件となっています。

13

9

7

4

4

3

3

3

2

1

0

（N=24)
0 3 6 9 12 15（件）

不明・無回答

町の協力が得られない

町民等の理解や協力が得られない

その他

他の団体との連携が図れない

活動の場所の確保が難しい

特に困っていることはない

情報発信する場や機会が乏しい

活動資金が不足している

情報提供が必要な人に対して、
活動内容の周知ができていない

メンバー（人手）が不足している

人手不足や活動の
周知不足について課題に
感じている団体が多い



20

②町の協働の取組についての満足度

町の団体への協働の取組（支援や協働事業など）についての満足度をみると、「満足」
「やや満足」がともに８件ともっとも多く、次いで「やや不満」が６件となっています。

③情報発信

活動情報をどのように発信しているかについてみると、「メンバーなどによる口コ
ミ」が12件ともっとも高く、次いで「町のホームページや広報紙」が11件となっ
ています。

住民の思い2

8

8

6

1

1

（N=24) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 （件）

不明・無回答

不満

やや不満

やや満足

満足

町の協働の取組に
ついては、比較的
満足度が高い

12

11

9

7

6

5

2

（N=24) 0 2 4 6 8 10 12 15 （件）

不明・無回答

その他

団体のホームページ

情報誌等（イベントや広告掲載）

チラシやパンフレットの配布

町のホームページや広報紙

メンバーなどによる口コミ

情報周知については
町のホームページや広報紙、
メンバーなどによる口コミ

となっている



21

④協働によるまちづくりに必要なこと

今後、多種多様な団体が連携・協働しながら、一丸となってまちづくりを進める
ためには、どのようなことが必要だと思うかについてみると、「団体同士が交流や情
報交換を行える体制づくりをする」が17件ともっとも多く、次いで「活動に関わる
人や団体を育成する」が12件となっています。

調査後の団体会議の意見まとめ

住
民
の
思
い

第
1
部

町外からの受け入れについて
これまでの調査結果などを踏まえると「近所付き合いの良さ」「人があたたかい」など
の意見が共通していました。そうした中で、町外から転入された際の状況を聞くと、
○地域での役割（役員など）がすぐにできた
○地域の人があたたかい

という結果がでました。また、若い世代からは、
○松山市が近く、住むのにちょうど良い環境
○車などの移動手段に対する補助があれば良い

といった意見があり、こうした意見をまとめると本
町における強みは、これまでの調査結果の傾向を裏
付けるものとなっています。

17

12

9

8

5

2

2

0

0

2

（N=24) 0 5 10 15 20（件）

不明・無回答

その他

特にない

町民が団体の情報を容易に得られるようにする

団体や活動内容をもっとＰＲする

町と団体との協働事業をさらに充実させる

活動費や運営費等の資金的な
援助を行う

活動の拠点となる場を整備する

活動に関わる人や団体を育成する

団体同士が交流や情報交換を行える
体制づくりをする

団体同士が連携していくためには、
情報交換するなどの交流の場や、
交流できる体制づくりが必要との

声が多い
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（３）住民ワークショップ（ToBe　Café）
■実施概要

項目 内容

調査対象者 本町在住の住民

調査期間 平成28年９月～平成28年 10月

回数 全３回

本町が今よりも“もっといいまち”になるために必要だと思うこと＊抜粋

住民の思い2

本町をもっといいまちにするためにはどうすればよいのかを議論
カフェのような雰囲気で、自由に語り合いながら、本町がもっといいまちになるための
アイデアを出しあいました。
全３回の行程で、もっといいまちになるために
①本町に必要なこと
②みんなでできること
③住民提案プロジェクト
をテーマに実施しました。

自然活用

商業施設・
飲食店など

祭り・地域行事

家庭
（居場所づくり）ボランティア

世代間交流

地域連携

世代をつなぐ
仲介役

若い人対象
（流出防止）

町外へのPR
（認知度UP）

交通

伝統産業
（強化）



23

（１）本町を取り巻く現状分析
本町の現況については、本町の特性を活かすべき「強み」や「機会」、克服すべき「弱み」

や「脅威」といった視点から把握することが重要です。ＳＷＯＴ分析※の手法を用いて以下
のとおり整理し、これからのまちづくりについての課題を明確にしました。

■ＳＷＯＴ分析

内
部
環
境

強み （Strength） 弱み （Weakness）

●…山、川などの自然や文化に恵まれた地勢
●「砥部焼」発祥の地
●…南予・高知方面への交通の要所
●……県立とべ動物園や県総合運動公園、
　…えひめこどもの城など、多種多様な資源
●…北部地域の工場地帯、物流センターなど
●…県下唯一のデザイン専門の高等学校
●…地域でのつながりの強さ

●…県下で２番目に低い合計特殊出生率
●…人口減少・少子高齢化の進行
●…雇用の場が限られ、若者が定着できない
●…大学などへの進学時の人口流出が多い
●…総合的な情報発信力が弱い
●…公共交通の利便性が不足
●…地域活動への参加意思の低さ

外
部
環
境

機会 （Opportunity） 脅威 （Threat）

●…地方の魅力の再評価
●…価値観の多様化
●…地域ブランドの設定
●…2017年に開催されたえひめ国体
●……大震災の発生による、安全・安心、地域の
つながり意識の高まり

●……晩婚化・未婚化・少子化による人口減少
社会の到来

●…長期に継続する全国的な雇用不安
●…他都道府県、他市町村への人口流出
●…全国で展開されている『地方創生』の影響

ＳＷＯＴ分析からみえるまちづくりの重点課題

①少子高齢化による人口減少対策
②協働によるまちづくり
③安定的な行財政運営

住
民
の
思
い
／
現
状
分
析
ま
と
め

第
1
部

　現状分析まとめ3

※ＳＷＯＴ分析：…外部環境や内部環境を強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会 (Opportunity)、脅威 (Threat)…の 4つのカテゴリーで要因
分析し、事業環境変化に対応した計画を策定するための方法の一つ。
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（２）まちづくりの重点課題
①少子高齢化による人口減少対策

全国的な少子高齢化が進む中、本町の人口も年々減少しています。本町は、県都
松山市に隣接しており、ベッドタウンとして社会増が期待できる一方で、近隣市町
へ転出する脅威もあります。また、高齢化の進行による自然減少も続いており、産
業における後継者問題、耕作放棄地問題及び空き家問題など、取り組むべき課題が
多様化してきています。
今後の人口減少の克服に向けて、平成27年度に策定した「砥部町人口ビジョン」、

「砥部町総合戦略」を推進することで、「住みやすい、住んでよかった」と思えるま
ちを目指します。
また、住民には本町への愛着と誇り（シビックプライド）を醸成し、町外には、本
町の魅力を発信し、本町へ来訪してもらうことが重要です。

②協働によるまちづくり

めまぐるしく変化する社会情勢の中で、多様化・高度化する住民ニーズに対応す
るとともに、本町の特性を活かした自立的なまりづくりを展開するには、行政だけで
なく、地域の担い手である住民や事業者などが、協調及び協働することで、パートナー
としての関係を築き、それぞれの役割を担っていくことが必要です。
本町は、行政とまちづくりに関連する団体との情報共有や相談ができる基盤があ

り、こうした状況は、今後のまちづくりに大きな強みとなります。今後、人口減少が
進行すると予測されている中、強みである地域住民同士のつながりを強化し、協働
によるまちづくりが重要となります。

③安定的な行財政運営

本町は実質公債費比率や経常収支比率などの基準から判断すると、愛媛県内でも
比較的良好な財政運営状況となっています。今後、人口減少を背景として税収の減
少を見据え、限られた財源の中で、効率的かつ実効性のある行財政運営を推進する
ためには、財源の確保や事業の取捨選択、業務の効率化など、持続可能な行財政運
営に向けて、さらなる基盤強化を図ることが求められています。

現状分析まとめ3


