
高
岡
を
前
へ
～
未
来
の
た
め
に
今
を
生
き
る
私
た
ち
か
ら
始
め
る
～

高
岡
市
長
　
角
田 

悠
紀

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

市
民
の
皆
様
に
は
希
望
に
輝
く
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
か
ら
１
年
が
経
過
い
た
し
ま
し

た
。
被
災
さ
れ
た
全
て
の
皆
様
に
改
め
て
お
見
舞
い
申
し
上
げ

ま
す
。
市
民
の
皆
様
に
は
、
災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な

い
と
の
考
え
の
も
と
、
ま
ず
は
ご

自
身
の
大
切
な
命
を
ご
自
身
で
守

る
た
め
の
備
え
を
今
一
度
ご
確
認

い
た
だ
く
よ
う
強
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
被
災
者
の
皆
様
が
一

日
も
早
く
そ
れ
ぞ
れ
の
日
常
を
取

り
戻
し
、
心
穏
や
か
に
過
ご
せ
る

よ
う
、
引
き
続
き
全
庁
を
挙
げ
て

復
旧
･
復
興
に
向
け
、
着
実
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

人
口
減
少
時
代
に
あ
っ
て
も
、
本
市
を
お
支
え
い
た
だ
け
る

人
口
で
あ
る
交
流
人
口
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
昨
年
10
月
か
ら

12
月
ま
で
「
北
陸
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が

開
催
さ
れ
、
観
光
施
設
で
ご
利
用
い
た
だ
け
る
共
通
ク
ー
ポ
ン

の
販
売
数
増
加
、
民
間
旅
行
会
社
と
連
携
し
た
宿
泊
割
引
ク
ー

ポ
ン
の
発
行
予
定
数
へ
の
早
期
到
達
な
ど
、
多
く
の
反
響
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
も
、
今
年
３
月
の
北
陸
新
幹
線
開
業
10

周
年
や
来
年
度
の
新
市
誕
生
20
周
年
と
い
っ
た
機
会
に
、
一
人

で
も
多
く
の
方
に
高
岡
を
訪
れ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
関
連
事

業
者
等
と
連
携
し
た
魅
力
向
上
や
P
R
を
通
じ
、
さ
ら
な
る

観
光
誘
客
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
山
町
筋
に
あ
る
旧
高
岡
共
立
銀
行
（
赤
レ
ン
ガ
の
建

物
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
活
用
事
業
を
展
開
す
る
民
間
事
業

者
を
広
く
公
募
し
、
昨
年
11
月
末
に
そ
の
事
業
を
行
う
優
先
交

渉
権
者
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
既
存
建
物
の
外
観
を
維
持
し

つ
つ
、
耐
震
補
強
の
う
え
改

修
し
、
地
産
の
食
材
を
使
用

し
た
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ホ
テ
ル

の
客
室
に
す
る
ほ
か
、
隣
接

地
に
は
ホ
テ
ル
棟
を
増
設
す

る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
民

間
事
業
者
な
ら
で
は
の
創
意

と
工
夫
に
溢
れ
た
利
活
用
の

ご
提
案
を
い
た
だ
い
た
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
民
間
事
業
者
の
柔
軟
な
発
想
を
取
り

入
れ
つ
つ
、
歴
史
と
文
化
を
生
か
し
た
交
流
人
口
の
拡
大
を
目

指
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
て
、
本
市
で
は
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
の
時
代
に
お
い

て
、
ま
ち
の
未
来
を
担
う
こ
ど
も
を
ま
ん
な
か
に
据
え
た
政

策
を
推
進
す
べ
く
、「（
仮
称
）
高
岡
市
こ
ど
も
計
画
」
の
策

定
を
進
め
て
お
り
ま
す
。「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
の
社
会
づ
く

り
に
お
い
て
は
、「
こ
ど
も
誰

で
も
通
園
制
度
」
の
試
行
的

事
業
を
、
県
内
で
初
め
て
開

始
い
た
し
ま
し
た
。
令
和
８

年
度
か
ら
の
本
格
実
施
に
向

け
、
保
護
者
の
需
要
や
運
用

上
の
課
題
に
つ
い
て
分
析
し
、

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
支
援
に
向

け
取
り
組
み
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
お

と
ぎ
の
森
公
園
で
は
、
本
市

初
と
な
る
P
a
r
k
―
P
F
I

を
活
用
し
た
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
ベ
ビ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
を
コ

ン
セ
プ
ト
と
し
た
飲
食
施
設
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
と

も
に
、
本
市
に
お
い
て
も
駐
車
場
の
拡
張
に
伴
う
周
辺
の
広
場

の
改
修
工
事
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
こ
ど
も
を
生
み
育
て
や
す

い
環
境
を
整
え
る
こ
と
は
、
未
来
へ
の
重
要
な
投
資
で
あ
り
ま

す
。
こ
ど
も
が
ふ
る
さ
と
高
岡
に
愛
着
を
持
ち
、
自
分
の
未
来

に
夢
や
希
望
を
持
っ
て
成
長
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
、
こ

ど
も
施
策
を
更
に
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
「
強
い
高
岡
」
の
実

現
に
向
け
、
震
災
か
ら
の
復
旧
･

復
興
を
着
実
に
進
め
な
が
ら
も
、

未
来
を
見
据
え
「
高
岡
を
前
へ
進

め
る
」
こ
と
と
の
両
立
を
目
指
し

て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

市
民
と
と
も
に
広
げ
、
加
速
さ

せ
て
き
た
「
挑
戦
」
か
ら
生
ま
れ

た
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
の
「
循

環
」
が
大
き
な
環
と
し
て
繋
が
る

よ
う
、
市
職
員
一
丸
と
な
っ
て
全

力
で
支
え
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、
次
の
世
代
に
し
っ
か
り

と
し
た
バ
ト
ン
を
渡
し
、
未
来
に
お
い
て
も
市
民
の
挑
戦
が
可

能
と
な
る
よ
う
、「
今
を
生
き
る
私
た
ち
か
ら
始
め
る
」
と
い
う

意
識
と
、
市
民
と
と
も
に
心
を
あ
わ
せ
て
支
え
合
う
精
神
の
も

と
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
財
政
運
営
を
目
指
し
、
決

意
と
覚
悟
を
も
っ
て
勇
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
、
本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

ベビーファーストプロジェクト タリーズコーヒー高岡
おとぎの森公園店 新築工事安全祈願祭

能登半島地震被災現場確認

高岡市震災復興計画の説明
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高岡市総合計画第４次基本計画、
第２期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」の
進捗状況をお知らせします。 問合先　企画課 TEL 20-1226 FAX 20-1670

高岡市総合計画第４次基本計画（計画期間：令和４年度～令和８年度）

第２期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」（計画期間：令和２年度～令和８年度）

　総合計画とは、市のすべての計画の基本となるまちづくりの指針です。高岡市の総合計画は、「豊かな自
然と歴史・文化につつまれ人と人がつながる　市民創造都市　高岡」をまちの将来像に掲げ、「地域産業」
「歴史・文化」「交流・観光」「子育て・教育」「安全・安心」の５つの分野において、進めていく施策と
５年間で達成すべき目標値を定めています。

　総合計画のリーディングプロジェクトである総合戦略は、人口減少を克服し、地域の経済社会の活性化を
図るため達成すべき目標を定め具体的な施策などを示しています。これらの達成状況を評価・検証し、各分
野における施策の推進につなげます。

■令和５年度の実績について

■令和５年度の実績について

■令和５年度の数値目標（一部）

■まちづくり指標（93指標）の達成状況

■数値目標・KPI（62指標）の達成状況

　第４次基本計画の２年目である令和５年度の目標値に対して、
80%以上の達成状況となった指標は、全指標の73％でした。
　「地域産業」「歴史・文化」「交流・観光」分野では、コロ
ナ禍で落ち込んでいた「観光客入込客数」などの指標が回復傾
向となりました。
　「子育て・教育」「安全・安心」分野では、物価高騰など社
会情勢の影響を受けつつも多くの指標で目標を達成しました。
　総合計画審議会において、一定の成果を挙げることができた
との評価を得ました。

　４年目となる令和５年度の目標値に対して、80％以上の達成状
況となった指標は、全指標の73％でした。令和5年度は、新型コロ
ナウイルス感染症が「5類」に移行し、人流の活発化が見られ、転
出増となったものの、そのほかの多くの指標で、コロナ禍から回復
傾向となっており、各施策の効果が表れてきていると考えられます。
　各施策において、市民の主体的な取り組みや地域内外の様々な主
体との交流や連携を推進することで、人口減少・少子高齢化が進展
する中でも持続可能なまちづくりを確立し、活力ある地域社会・地
域経済の創生を実現していきます。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

基本目標④

基本目標① 多様なひとが住みたいと感じるまちをつくる

基本目標③ 魅力的なしごとに挑戦できるまちをつくる

基本目標② 安心して子どもを生み育てられるまちをつくる

誰もが自分らしく活躍し、地域が輝き続ける
創造的なまちをつくる

令和５年度の目標値と実
績値を比べた達成状況を
「１００％以上」「９０％
台」「８０％台」「７０％
台」「７０％未満」で分類
しました。

令和５年度の目標値と
実績値を比べた達成
状況を「１００％以上」
「９０％台」「８０％台」
「７０％台」「７０％未
満」で分類
しました。

数 値 目 標 目標値 実績値

令和７年までの転出・転入を均衡（人／年） 0 ▲475

数 値 目 標 目標値 実績値

創業件数（累計）（件） 480 627

数 値 目 標 目標値 実績値

待機児童の数（人） 0 0

数 値 目 標 目標値 実績値

居住誘導区域内の人口密度（人／ ha） 40 38

100%以上
47%

90%台
13%

80%台
13%

70%未満
20%

70%台
7%

100%以上
42%

90%台
15%

80%台
16%

70%未満
21%

70%台
6%

◀︎総合計画 ◀︎総合戦略

利長くん家持くん

3　たかおか市民と市政 2025.1.1

特  

集

街
で

見
～
つ
け
た

学  

ぶ

子
育
て

暮
ら
し

福  

祉

催  

し

募  

集

健  

康

ス
ポ
ー
ツ



つなぐ～事業を未来へ託すために～

事業承継とは、経営者から後継者に事業を引き継ぐことをいいます。経営権（会社の株式など）だけでなく、工場

や店舗など事業用資産、組織、社員なども承継の対象です。中小企業にとって、経営者の手腕が会社の強みや存立

基盤そのものになっていることも多く、「誰」を後継者にして事業を引き継ぐのかは重要な課題です。事業承継は、

準備から計画の策定・実行、後継者の育成などを考えると5～10年かかる場合もあります。事業を次の世代へ繋ぐ

ためにも、早めの準備が大切です。

　本市の事業者のうち、伝統産業およびもの

づくりに関係する事業者を対象に、中部経済

産業局による「後継者に関する状況につい

て」アンケート調査を実施しました。

　その結果、市内の事業者のうち、「廃業予

定」と答えた事業者は32.3％、「事業承継し

たいが後継者未定」と答えた事業者は16.8%

でした。

　また、「廃業予定」の理由として、「後継

者がいない」が26.0％を占めている結果とな

りました。後継者の不在が、事業の継続を阻

む大きな原因の一つとなっていることが分か

りました。
※経済産業省中部経済産業局「令和6年度地域における自走可能な
　事業承継支援体制構築事業（令和6年12月現在継続中）」アンケート調査結果より

事業承継とは

市内事業者の後継者の状況は？

〇事業承継の３つの方法

問合先　産業企画課 TEL 20-1395 FAX 20-1287

「あのお店、好きでよく通っていたのにお店を止めてしまうんだって」、「取引先の会社、廃業してしまう
らしいよ。これからどこから仕入れればよいのだろう」などの話を見聞きすることはありませんか。地域に
根付いていたお店が無くなってしまうのは、とても残念なことです。会社や事業を後継者へ引き継ぐ「事業
承継」がうまくできていれば、地域と共に歩み続けることができていたかもしれません。本特集では、高岡
市の事業承継の現状や事業承継を支援する取り組みなどについて紹介します。

親族内承継 従業員承継 第三者承継（M＆A）

経営者の親族に承継する方法です。
社内外の関係者から心情的に受け
入れられやすく、準備期間を長く
とれます。

自社の役員や従業員に承継する方
法です。縁故ではなく、経営者と
しての能力を見て承継できます。

後継者を親族や従業員ではなく、
第三者に求める方法です。現経営
者は会社売却の利益を得ることが
できます。

■後継者に関する状況について

社内の役員や従業員が
承継予定 7.7%

親族が承継予定
40.0%

将来性がない
34.0%

後継者が
いない
26.0%

初めから自分の代で
廃業する予定だった

38.0%

廃業予定
32.3%

地域に発展性がない 2.0%

社内の役員や従業員以外の
第三者が承継予定 3.2%

事業承継したいが
後継者未定 16.8%
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産業企画課 TEL20-1395 
相談者に合わせた、制度や相談先を紹介します。

富山県事業承継・引継ぎ支援センター TEL076-444-5625 
「後継者がいない、今後会社は存続していけるのか」、「役員、従業員に引継ぎを考えているが、
どんな手続きがいるか」など事業承継に関するあらゆる相談を専門家が受け付けます。

高岡商工会議所 TEL23-5007
毎月第3月曜日に個別相談会（要申込）を開催しています。
申込　申し込みフォームまたは電話かEメールで高岡商工会議所へ。
　　　（TEL23-5007 soudan@ccis-toyama.or.jp）

◇後継者人材バンク
富山県事業承継・引継ぎ支援センターでは、後継者人材バンクに登録した「創業希望者」と「後継者不在の事業
者」とを引き合わせ、後継者として当該事業を引き継ぐために必要となる様々な支援も実施しています。

※経済産業省中部経済産業局「令和6年度地域における自走可能な
　事業承継支援体制構築事業（令和6年12月現在継続中）」
　アンケート調査結果より

　地域の事業者が廃業してしまうと、事業所が培

ってきた技能・技術が次世代へ引き継がれないだ

けでなく、経営者の人脈や営業ノウハウ、知的資

産などの目に見えない資産も失われることになり

ます。本市は、「ものづくりのまち」として発展

し、多くの市内事業者が高度な技術による付加価

値の高い製品を製造してきました。アンケートに

回答した事業者のうち、58.6％が「業歴40年以

上」の事業者であり、ここで培われてきた技能・

技術やノウハウなど、高岡のものづくりを次の世

代へつなげていく必要があります。

事業承継税制…後継者が事業を引き継ぐ際に発生する贈与税・相続税などの納税が
猶予または免除される制度

事業承継支援資金…事業承継予定または事業承継から3年未満で要件を満たす事業
者に対して、運転資金や設備資金の借り入れができる融資制度の保証料を全額補給

創業・事業承継支援補助金…製造業、卸売業、そのほかの業種でものづくりに関連
する事業において、創業・第二創業・事業承継による新たな取り組みに対する補助

※その他、国や県をはじめ各支援機関に
　おいて、支援制度を設けています。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

さまざまなサポートがあります

地域にとっての影響は？

〇相談窓口

〇税制措置や補助制度

■業歴の年数
5年未満 1.9%
5～9年 1.3%

10～19年
7.6%

20～29年
12.1%

30～39年
18.5%

40～49年
19.7%

50年以上
38.9%

申し込みフォーム

事業承継・引継ぎ
支援センター

市HP

なるべく後継者の
負担を軽くしたい
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おん こ ち しん
故郷の人物を知ろう

たかおか 温故知新

○更級国政（1503～90）
　国政は信州の豪族村上氏の庶子・更級国

くにしげ

重より11代
目です。通称は右

う こ ん

近太
だ ゆ う

夫。のち越後高岩城主・更級主
しゅ

膳
ぜん

の養子となります。天文末年（16世紀中頃）より越中に
住み、海

え び

老坂
さか

村（高岡市）など数ヶ所を所領としていまし
た。二上山には古代より二上大

だいごんげん

権現を祀る真言宗「養老
寺」（射水神社）をシンボル的な頂点として、多くの社寺
がありましたが、度重なる兵
乱で数度焼失しました。国政
はその堂社を再建し、次男の
僧・一専を再興の祖と定めま
す。1578年、能登の武将・
長
ちょうつら

連龍
たつ

が上杉氏に追われて
守山城の神

じんぼう

保氏
うじはる

張を頼ると、

二上山養
よ う ろ う じ

老寺を再興した父子／更
さ ら し な

級国
く に ま さ

政と一
い っ せ ん

専

国政・一専父子は連龍を保護し、兵糧米などを贈るな
ど甚だ懇意でした。連龍が越中で数度合戦をした際
には国政も協力し、度々戦功を挙げたといいます。
○一専（堀内景

か げ ひ ろ

広）（1546～1600）
　幼名は龍王丸。8歳で高野山にて出家。国政が二上
山養老寺を再興するとその祖とされ、「二上山養老寺
本
ほんかくぼう

覚坊権
ごんのだいそうず

大僧都法
ほういん

印一専」と名乗りました（のち二上
の金

こんこういん

光院へ移住）。父と共に連龍を支援し、1579年、
連龍が湯

ゆ や ま

山（氷見市森寺）城主・河田主膳を攻撃した
際も奮戦し、武功を挙げました。その後も各地で活躍
したので、能登に戻った連龍は一専を還

げんぞく

俗させて、領
地も与えました（のち堀内景広、一

いっしゅう

秀などと改名）。
1600年8月9日、関ケ原の戦い前に北陸で起こった浅

あさ

井
い

畷
なわて

の合戦において、一専は前田軍の殿
しんがり

（最後尾）を
務めた連龍に従い、敵兵1人を討ち、2人を負傷させま
したが戦死します。浅井畷古戦場（小松市）には一専
の供養塔が建てられ、墓は長楽寺（中能登町）にあり
ます。（仁ヶ竹主幹）

問合先　博物館 20-1572国政・一専の伝記（金光院蔵）

11月17日食と農にふれあう
食と農林水産業にふれあう「2024たかおか食彩フェ
ア」がテクノドームで開催されました。イベントでは、高
岡産の秋冬野菜、果物、加工品などの販売や、手づくり
体験コーナーなどが行われ会場は多くの人で賑わいま
した。チーズづくり体験をした5歳の尾

お ざ き

﨑海
み お ん

音ちゃんは
「はじめて作ってみて楽しかった」と笑顔で話しました。

災害時に１人での避難が難しいお年寄りや障がいの
ある人などの避難計画を話し合う「地域ミーティン
グ」が市役所で開かれました。当事者のほか、自治会
長や民生委員、福祉や防災の専門職などが参加し、避
難時の課題や対策について話し合いました。参加者は
「今回のミーティングで、支援が必要な人と自治会に
つながりができたことが良かった」と話しました。

災害に備えるための「地域ミーティング」11月30日

©Fujiko-Pro
このページで紹介できなかった出来事も
市ホームページで随時掲載しています。
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観光交流都市「飯山市」の季節のイベントを紹介します

VOL.118

◇かまくらの里 2025
飯山の「かま
くらの里」に
今年も20基
ほどの「かま
くら」が登場
します。かま
くらの中で名物「のろし鍋」を食べる体験（要予
約）や、雪遊びなども可能です。

と　き　1月24日㈮～2月28日㈮
ところ　長野県飯山市信濃平地区「かまくらの里」
問合先　（一社）信州いいやま観光局
　　　　TEL0269-62-3133
　　　　（平日午前8時30分～午後5時30分）

◇第42回いいやま雪まつり
飯山の冬を代
表するイベン
ト。期間中は
街なか大型雪
像や雪像コン
テストなどが
開催され、飯山市全体が雪の芸術に彩られます。

と　き　2月8日㈯・9日㈰
ところ　飯山市内全域
問合先　いいやま雪まつり実行委員会 
　　　　TEL0269-62-0156
　　　　（平日午前8時30分～午後5時30分）

北陸新幹線で「新高岡駅」から1時間ほどで飯山市へ到着します。冬の飯山へプチ旅行してみてはいかがでしょうか。

11月23日・24日まちなかを盛り上げる映画の祭典
中心市街地で、「タカマチ映画祭2024」が初開催され
ました。このイベントでは、高岡をテーマにした映像コ
ンペティションや高岡が舞台の映画の上映、市内の小
中学生が映像制作を学ぶキッズ映像ワークショップの
作品発表などが行われました。審査員には高岡市出身
の滝田洋二郎監督も招かれ、「タカマチ」が“映画の
街”になりました。

第５回わくわくメルヘンランド「クリスマスパーティー」
がオタヤ子ども広場で開催されました。お菓子の家づ
くりやLEDキャンドルライトづくり、クリスマスリースづ
くりなどが行われ、会場は多くの親子連れで賑わいま
した。クリスマスリースづくりを体験した岩

い わ み ず

水瑠
る り

里ちゃ
んは「飾りを選んでつけるのが楽しかった」と笑顔で話
しました。

クリスマスリースづくりに挑戦 12月7日
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 動画 スライドショー

■右のアイコンがついているものは、無料アプリ・カタログ
ポケットで、動画やスライドショーを視聴できます。

※アプリは表紙の二次元コードからインストールできます。
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