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左のサイコロとコマを切り取って組み立てる。（持っているサイコロや、オリジナルのコマを使ってもOK）
プレイをする順番を決めてスタートにコマを置く。
サイコロで出た目にしたがってコマを進める。止まったマス内容は、声に出して読む。また、「1マスすすむ」などの指示があればしたがう。
全員がゴールにたどり着いたらゲーム終了！
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■ すごろくサイコロ
サイコロとコマをハサミで
切って組み立てよう

✂

第7次高浜市総合  計画 将来都市像



三河高浜駅
名鉄三河線三河高浜駅に到着！

いきいき広場

高浜地区

吉浜地区

高浜市役所
高浜市にふるさと納税する。

瓦の
モニュメント
精巧な造りに見惚れちゃう。

1回休み

ふるさと納税
高浜市のふるさと納税では、魅力いっぱいの
返礼品を用意しています。企業の皆さまへ
は税制上の優遇を受けることができる「企業
版ふるさと納税」をご案内しています。

ふるさと納税市公式HP 企業版ふるさと納税

とりめし
高浜市の地場産業として、卵の
生産が盛んになり、同時に、卵を
産まなくなった廃鶏（成鶏）を食
べる文化が始まりました。その代
表的なものが「とりめし」です。

1マスもどる

33

藤江の渡し跡
対岸に思いを馳せる。

吉浜駅
とりめしを食べる。

右隣のひととジャンケンして勝ったら
もう1回サイコロが振れる

めしどりちゃん
めしどりちゃんに遭遇した。
高浜市の「とりめし」について

お話した。

市の木・市の花

人形小路

射放弓
裃に大小の刀を差した姿の若者が、作法に
のっとり、白羽の矢を放ちます。吉浜地区の八
幡社と神明社に通称「お弓」として伝わり、約
360年の歴史があります。放たれた矢は魔除
けになるといわれ、見物客が競うように拾い、
持ち帰る風習があります。

市の木「クスノキ」は昭和46
年12月1日、市の花「菊」は
昭和50年11月1日、それぞ
れ市民投票により制定され
ました。

吉浜細工人形が並ぶ全長約８００m
の散策路「人形小路」。
吉浜地区にあるこの場所は、愛知県
無形文化財に指定されている「吉浜
細工人形」を観ながら散策が楽しめ
る散策路です。
毎年、春は「雛めぐり」や「花まつり」、
秋は「菊まつり」が行われています。
散策路の途中には、「伝承工房」や
「おいでん横丁」といった散策途中に
休憩できる場所もあり、のんびりと
した散策が楽しめます。

八幡社 神明社

吉浜地区

❶

❷

吉浜
交流館

ドラゴンパーク
（たかびれ公園）

八幡社 神明社
射放弓で矢を拾った！
良いことありそう。

みんなに自慢してまわる。

ここにとまったら
「八幡社・神明社」までワープ！

芳川緑地
海岸沿いでリフレッシュ。

2マスすすむ

2マスすすむ

菊まつり
育てた菊が開花した！

１マスすすむ

人形小路

1.2 がでたら❶
3.4 がでたら❷
5.6 がでたら❸
にすすむ。

このマスにはぜったいとまる
サイコロを
振って
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総合防災訓練
高浜市全体の防災訓練！

タオルかけの安否確認と地域の
訓練に参加して防災への
意識が高まった。

エコハウス
エコたんに遭遇した。

ゴミ分別ができるようになった。

カワラッキー
かわら食人のカワラッキーに遭遇した。

食育について勉強した。
隣の人のすきな食べ物を

きいてみよう。

中部公園
巨大ローラー滑り台で
めいっぱい楽しんだ。

多文化共生

健康自生地

川のみち

彼岸花

高取神明宮

五反田
グランド

たかはま夢・未来塾
ロボカップに熱狂！

見事に咲いた
彼岸花をみんなに
自慢しよう

1回休み

１マスすすむ

１マスすすむ

たかはま夢・未来塾
たかはま夢・未来塾では市内の小学校4年生から中学校3年生を対象
に、学校では体験できないプログラムを通して、学ぶ心や感性を養い、
未来の人材育成のための活動を展開しています。ロボットクラブ、発明
クラブ、おかねマナブクラブなどの講座を開催し、各種大会への出場や
作品展示を行っています。またさまざまな企業と連携し、各分野で子ど
もたちのより深い学び・経験につながっています。

高浜高校ＳＢＰ
高浜高校ＳＢＰ（ソ－シャル・ビジネス・プ
ロジェクト）は、高浜市の伝統産業である
瓦産業と主要産業である自動車産業の
「ものづくり技術」を組みあわせ開発し
た「オリジナルたい焼き型“Ｓの絆焼き
型”」の製作販売などの活動を通じ、自分
たちが頑張ることで、みなさんといっしょ
に笑顔になることを目指しています。

多文化共生
コミュニティセンター
市民がお互いの国籍や文化の違いを理
解し、認めあい、外国籍市民も地域の一
員として助けあい、活躍するまちを目指
すため、情報発信、相談窓口、日本語教
育などの取組みを行っています。

川のみち
歩くことを通じた健康・福祉活動
を支援するとともに魅力ある地
域づくりのため、市民参画で「川
のみち」「鬼のみち」「海のみち」
の3つのみち整備しています。

高浜の食育
高浜市では、毎月１９日を家族そろって食べる食育の日
としており、食べることを通して子どもが「楽しい・うれ
しい・おいしい」と感じられるよう目指しています。
カワラッキーはかわら食人（しょくにん）として、高浜市
の子どもたちの食を育んでいます。毎年、市内の家庭
から食育の取組みを募集して、カワラッキー賞として表
彰しています。

健康自生地
高齢者の方が住み慣れた地域でいきいきと過ごせるように、市内
にある施設や商店、公園など元気で健康になれる居場所づくりをし
ており、令和7年1月15日時点で104か所の健康自生地があります。
各場所では健康づくり体操も行っています。
高浜市には“ホコタッチ”と呼ばれる専用歩行計があり、健康自生
地にホコタッチの歩数の読み取り機があるため、毎日たくさんの方
が健康自生地に向けてウォー
キングをしています。

ホコタッチ▶
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➡

➡
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翼地区

高取地区
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日本語以外の3か国の
「ありがとう」が言えなかったら

３マスもどる。
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高浜川
レガッタに挑戦。

ふれあい
プラザ
まち協が主催する

イベントに参加してみた。
地域の人々との
つながりを実感。

観音様を見つけた！

2マスすすむ

田戸の渡し跡

高浜港駅

森前公園

大山公園

鬼のみち

衣浦観音

鬼あかり

のんびりお散歩を
していたら

石碑を見つけた！

１マスすすむ

三州瓦
昔から窯業のまちとして栄えてきた高浜市。矢作川の流れによって運ばれ、
積み重ねられた碧海台地の三河粘土が、日本一の生産量を
誇る「三州瓦」をはじめ、数々のやきものの産業を生み出し
ました。高浜市は三州瓦生産の中心を担うとともに、
さまざまな陶器・土器製品の製造でも高い全国
シェアを誇り、現代の暮らしにマッチした
伝統美を創り続けています。

おまんと
丸太で組んだ円形馬場の中
を、鈴や造花を背負って疾走
する馬に法被(はっぴ)に地下
足袋姿の若者が飛びつき、人
馬一体となって駆け抜けてい
く勇壮な祭礼。
春日神社で行われる「おまん
とまつり」は高浜市無形民俗
文化財に指定されています。

大山緑地の
千本桜
衣浦湾や市街地を
見渡せる高台に
位置し、春には約
1000本のソメイ
ヨシノが咲きほこ
ります。

高浜港駅から三河高浜
駅まで、飾り瓦や鬼瓦
を見ながら散策できる
約4.5kmのウォーキン
グコース。やきものの
里たかはまの文化に触
れてみてください。

鬼師
鬼瓦を作る職人を「鬼師」と呼びま
す。鬼瓦から飾り瓦、さまざまな造形
物まで、鬼師は土の声を聞きなが
ら、ヘラ一本で仕上げていきます。
三州では、鬼瓦に残るヘラ書きの年
記から、江戸時代中期の18世紀に
は鬼瓦職人が存在したことが分かっ
ています。以来、その技が脈々と受
け継がれ、今現在も研鑽を積んだ鬼
師たちが活躍し、新たな作品を生み
出し続けています。

まちづくり協議会
高浜市には、小学校区単位で「まちづくり協議会（まち協）」が設置されています。まち協は、町内会、Ｐ
ＴＡなどの学校関係団体、民生委員、いきいきクラブなど、地域に関わるさまざまな団体がともに地域
課題の解決のために活動する場所です。まち協の中で話しあい、関係する団体が助けあうことで地域
の課題をみんなで解決していきます。
現在市内には５つのまち協（高浜南部・吉浜・翼・高取・高浜）があり、それぞれの地域の特性にあわせ
てさまざまな活動をしています。

えんちょこ獅子

田戸の渡し

愛知県指定無形民俗文化財に指定され
ている伝統的な獅子舞。高浜市の森前地
区で伝承されてきた二人立ちの獅子舞
で、雨乞いや降雨のお礼に神社へ奉納し
たのが始まりと言われています。 衣浦大橋が完成した昭和31年まで

対岸の半田市と海を往来していま
した。徳川家康が渡ったという伝説
も残っています。

南部まちづくり協議会
もりあげ隊

高取まちづくり協議会
TORI FES

吉浜まちづくり協議会
ソフトボール大会

高浜まちづくり協議会
運動会

翼まちづくり協議会
夏まつり

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

港地区港地区
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かわら美術館
図書館

高浜地区

Go��

1回休み

駅に忘れものをした！
高浜港駅までもどる

鬼のみち
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第７次高浜市総合計画

総合計画では、基本構想に定めた将来都市像を実現するため、基本計画として２０２３年度（令和５年度）から５年
間で、行政・市民・団体・企業などが協働して取り組むまちづくりの方向性や目標を示しています。基本計画には、
一人ひとりにできること、みんなでできること（各まちづくり協議会の地域計画より抜粋）を掲載しています。

目標１ ずっと住み続けたいまちをみんなで一緒につくります
目標２ お互いを理解し、支え合い、誰もが地域の一員として       

活躍できるまちをつくります
目標３ 時間と場所を選ばない行政サービスを提供します
目標４ まちのことを知って、高浜市を応援したいという想い

を育みます

9

基本目標 Ⅰ
手を取り合ってみんなでまちをつくろう

目標５ 多様な主体が子育ち・子育てを支えます
目標６ 自分・仲間・社会の幸せのために学び続ける子どもを

育みます
目標７ 学びで人がつながり合い まちを支える力をみんなで

育みます

基本目標 Ⅱ

高浜市がめざす
将来都市像

みんなで学び・高め合い 高浜の未来を育もう

目標８ 暮らしを支える持続可能な都市を形成します
目標９ 地域経済を活性化し、元気なまちをつくります
目標１０ 人と地球にやさしいきれいなまちをつくります

基本目標 Ⅲ

市の沿革

行きたい住みたい住み続けたい 
魅力がつながるまちをつくろう 目標１１ その人らしく安心して生活できる地域共生のまちづ

くりを進めます
目標１２ 一人ひとりと地域全体の健康づくりを応援します
目標１３  防災・防犯の意識が高いまちづくりを目指します

基本目標 Ⅳ
心もからだも元気 毎日を笑顔で暮らそう

昭和 45年 12月 市制施行

昭和 46年 12月 市の木「クスの木」に決まる

昭和 50年 12月 市民憲章制定、市の花「キク」に決まる

昭和 52年 3月 庁舎完成

昭和 59年 9月 総合防災訓練実施

平成 元年 8月 岐阜県瑞浪市と姉妹都市提携

平成 7年 10月 高浜市やきものの里かわら美術館開館

平成 8年 4月 いきいき広場オープン

平成 8年 8月 第1回「高浜市民レガッタ」開催

平成 10年 2月 第1回シティマラソン開催

平成 10年 4月 高浜港駅前「巨大鬼面」完成

■ 高浜市の概要

平成 25年 11月 B-1グランプリin豊川「高浜とりめし」8位入賞）

平成 29年 1月 新庁舎、供用開始

平成 31年 4月 高浜小学校新校舎運用開始　地域交流施設「たかぴあ」の一部利用可能

令和 2年 9月 県内で最初にすべての小中学校で児童生徒タブレット1人1台整備完了（高浜版GIGA（ギガ）スクール構想）

令和 2年 10月 「鬼師」とテレビアニメ「鬼滅の刃」がコラボ企画を実施

令和 2年 12月 市制施行50周年

令和 3年 7月 高浜市多文化共生コミュニティセンター開設

令和 3年 11月 新編高浜市誌『高浜市のあゆみ』刊行

令和 4年 4月 パートナーシップ宣誓制度を開始

令和 5年 4月 第7次高浜市総合計画スタート

令和 5年 ７月 高浜市やきものの里かわら美術館・図書館の図書館機能オープン

人口　49,079人
世帯数　21,536世帯
人口密度　3,743.7人/㎢
（令和６年１０月１日現在）

至刈谷市

至刈谷市

名
鉄
三
河
線

至安城市

至碧南市

至碧南市

至碧南市

至半田市

平成 14年 8月 第1回鬼みちまつり開催

平成 17年 3月 高浜南部まちづくり協議会設立

平成 19年 3月 吉浜まちづくり協議会設立

平成 19年 3月 『カワラッキー』誕生

平成 20年 3月 翼まちづくり協議会設立

平成 20年 8月 高取まちづくり協議会設立

平成 21年 5月 高浜まちづくり協議会設立

平成 23年 4月 高浜市自治基本条例・第6次高浜市総合

   計画スタート

平成 23年 4月 いきいき広場リニューアルオープン

平成 24年 9月 市民ムービー「タカハマ物語」公開

高浜市は、日本のほぼ中央にある愛知
県三河平野の南西部、愛知県のちょうど
真ん中に位置します。東は安城市、西は
衣浦港をへだてて半田市、南は碧南市、
北は刈谷市に接しています。
面積　13.11平方km
範囲　東西4.2km南北5.5km

N

419

247

247

第二次産業就業人口比率　49.6%　全国1位
2020年10月現在　総務省統計局「国勢調査」

外国籍住民割合　9.98% 県内1位（町村除く）
2023年12月末現在　総務省在留外国人統計


