
令和２年度 第４回一関市総合計画審議会 

日 時：令和２年 10月 23 日（金） 

 10 時 00 分～12 時 00分 

場 所：一関市役所 議員全員協議会室 

次  第

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 題 

(１) 一関市総合計画後期基本計画の策定について 

   ①答申（案）について          【資料№34】 

   ②一関市総合計画後期基本計画（案）について  

【資料№31】、【資料№32】、【資料№33】 

４ その他 

５ 閉 会 

◇今後の予定 

 11/２（月）第５回総合計画推進委員会 

 11/10（火）第５回総合計画審議会 【答申】（計画案の確定）  

13 時 30 分～15 時 00 分 議員全員協議会室 



令和２年10月23日開催

№ 役　職 氏　名 備　考

1 副市長 佐藤　善仁

2 市長公室長 石川　隆明

3 市長公室次長兼政策企画課長 菅原　稔

4 市長公室政策企画課　政策推進係長 鈴木　敏宏

5 市長公室政策企画課　主査 小野寺　知之

6 市長公室政策企画課　主任主事 小野寺　秋悦

7 市長公室政策企画課　主事 熊谷　尚孝

株式会社邑計画事務所 吉田　基
後期基本計画策定
支援業務委託

令和２年度第４回一関市総合計画審議会　市出席者名簿



№ 氏　　名 ふりがな 地区

1 阿部　新一 あべ　しんいち 一関 一関商工会議所

2 砂金　文昭 いさご　ふみあき 一関 公募

3 伊藤　一樹 いとう　かずき 一関 公募

4 太田　久美 おおた　くみ 千厩 職業訓練法人 東磐職業訓練協会

5 大沼　佐樹子 おおぬま　さきこ 一関 （株）一関ケーブルネットワーク

6 小山　亜希子 おやま　あきこ 川崎 ＪＡいわて平泉川崎青年部、川崎まちづくり協議会

7 菅野　佳弘 かんの　よしひろ 大東 元上下水道部長、一関商工会議所

8 小岩　邦弘 こいわ　くにひろ 一関 土地家屋調査士 会長

9 佐藤　弘子 さとう　ひろこ 千厩 千厩町自治会協議会

10 東海林　訓 しょうじ　さとし 一関 公募

11 菅原　君代 すがわら　きみよ 川崎 農業農村指導士、岩手県食の匠

12 菅原　敏 すがわら　さとし 一関 （社福）一関市社会福祉協議会

13 菅原　行奈 すがわら　あんな 東山 一関市観光協会東山

14 菅原　正弘 すがわら　まさひろ 一関 公募

15 須藤　壽弘 すとう　としひろ 花泉 一関地方校長会

16 千田　久美子 ちだ　くみこ 大東 猿沢地区振興会

17 千田　博 ちだ　ひろし 藤沢 藤沢町住民自治協議会

18 千葉　哲夫 ちば　てつお 一関 公募

19 辻山　慶治 つじやま　けいじ 一関 一関市行政区長会連絡協議会

20 徳谷　喜久子 とくたに　きくこ 一関 一関地球温暖化対策地域協議会 副会長

21 中尾　彩子 なかお　あやこ 一関 修紅短期大学

22 畠山　育美 はたけやま　いくみ 藤沢 公募

23 原田　哲 はらだ　さとし 花泉 会社員

24 三浦　幹夫 みうら　みきお 室根 室根まちづくり協議会

25 水谷　みさえ みずたに　みさえ 一関 男女共同参画サポーター

26 吉田　正弘 よしだ　まさひろ 東山 ＮＰＯ法人防災サポートいちのせき

27 若山　義典 わかやま　よしのり 一関 公募、広報モニター

備考

一関市総合計画審議会委員名簿　（任期：平成31年３月８日～令和３年３月７日）



第３回総合計画審議会、第４回まちづくりスタッフ会議意見・質問に対する対応 【各課対応番号】
①意見を反映　②意見に対するコメント

③既に後期基本計画（案）に記載している　④既に事業として実施している

【資料№31】
令和２年10月23日（金）

第４回一関市総合計画審議会

№ 提出 質問・意見区分 担当部 施策分野 単位施策 意見内容 各課対応 備考

1 第４回スタッフ会議 意見 農林部 農林水産業 1-1

現状と課題にあるスマート農業等、先進技術に関するものが、施策の展開に記載されていない。人口減
少に、農業の効率化は必須です。
施策の展開に盛り込んでもらいたい。 ①

ご意見を踏まえて、施策の展開に反映しました。

2 第４回スタッフ会議 意見 農林部 農林水産業 1-1

農業従事者にとって迷惑していることは耕作地が有害鳥獣に荒らされることです。
一刻も早い対策について、施策の展開に盛り込んでもらいたい。

①

ご意見を踏まえて、施策の展開に反映しました。

3 第３回審議会 意見 農林部 農林水産業 1-1

○後期基本計画「主な指標」について
指標として、
　・多面的機能支払交付金制度に取り組む面積
　・多面的機能支払交付金制度に取り組む組織数
が新たに追加されたが、これは、「多面的機能支払交付金」のみとのことでした。
指標として入れていただきたいのは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進にかんする法律」に規定
する1号事業（多面的機能支払交付金）、第２号事業（中山間地域等直接支払交付金）、第３号事業
（環境保全型農業支払交付金）の全てであります。
そもそも、この制度は、持続可能な農地の維持管理まあ農村景観の保全や環境美化など、まさに農業
の多面的機能を発揮するための重要な制度であり、更なる面積や組織数の増加が望まれるところであり
ます。
従って、指標には1号事業のみならず、第２号事業、第３号事業についても指標として取り入れ、その取
り組みの推進を図るべきと考えます。

②

農業の有する多面的機能の発揮には、多面的機能支払交付金制度、中山間地域等直接支払制度や環
境保全型農業直接支払制度がありますが、多面的機能直接支払制度は他の制度に比べて、取り組むこと
ができる農地の範囲が広いことや、様々な制度で取組活動を展開している組織等の活動農地が重複してい
る場合もあることから、多面的機能直接支払制度に絞り、取組農地の面積と組織数を「主な指標」としたとこ
ろです。

4 第３回審議会 意見 農林部 農林水産業 1-1

薪の活用について前回、回答いただきありがとうございました。
私も薪ストーブを使用し、薪及び森林については薪の会でも勉強しています。
木材として燃やすことには何でも燃やせますが、ストーブには向き不向きがあります。一般的に広葉樹が
好まれています。戦後、木造住宅の建材として植林された主に杉は山ほどあり、供給には困りませんが、
ストーブには針葉樹であり、不向きなところが多くあります。市で勧めている触媒入りストーブも杉はＮＧで
す。そこで現時点で、軽トラ１台分の薪は約１万円で取引されていますが、軽トラ１台分で1週間の燃料
になるかならないか程度です。私の知り合いで冬場、薪ストーブ代で20万円になったという話しも聞いて
います。
今後、ＳＤＧｓの薪ストーブが好調に推移したとして、燃料となる薪が少なくなる可能性も考えられます。
価格も上昇すると思われます。
ＳＤＧは、流行の言葉では無いと思いますので、将来、持続するための計画となればと思います。

②

　一般的に、薪ストーブの利用者から広葉樹が好まれていることは存じ上げておりますが、審議いただいてお
ります総合計画案の「未利用材を地域のエネルギー資源としての活用」を実現するため、広葉樹より容易か
つ安価に手に入れることができる針葉樹の利用を推進しているところです。
　また、市では、高効率の薪ストーブの普及や煙による近隣とのトラブルを減らすため、令和２年４月より、補
助対象の薪ストーブに「二次燃焼構造を有すること」の条件を加えました。（併せて、HPで環境にやさしい使
い方の啓発も行っております。）
　「市で勧めている触媒入りストーブ」とのことですが、二次燃焼構造を実現するためには、触媒やクリーン
バーン技術など様々な方法があります。市では、触媒入りストーブを進めているわけではございませんので、
この点については、情報を正させていただきます。
　最後に、薪の調達価格及び薪の不足で将来、薪ストーブ利用者様がお困りになるという可能性へのご指摘
についてですが、市では現在、市民団体による薪づくり活動の支援を行っているところであり、切捨間伐により
生じた、未利用材を活用することで、安価で安定的な薪の調達の実現に努めているところであります。
　このことから、当市の資源・エネルギー循環型まちづくりの実現と持続可能な仕組みの構築には、針葉樹の
活用が望ましいと考えております。

5 第３回審議会 質問 農林部 農林水産業 1-1

バイオマス都市構想での一関市の進捗状況を教えて欲しい。 　バイオマス産業都市構想の進捗状況について、主に４つの重点プロジェクト及びその他プロジェクトの市民
集材活動について回答いたします。
【畜糞等を原料としたバイオガス発電事業】
　売電に係る入札手続きの遅れや系統接続までの期間が延びたこと及び負担する費用が当初の想定を上
回ったことから、事業者の判断で事業を中止した。
【小規模木質ガス化プラントによる熱電併給事業】
　小規模木質ガス化プラントによる熱電併給事業は、令和元年12月に事業者より系統接続許可が下りた
旨、報告があり、今後、事業者は令和３年度末の稼働に向けて、藤沢町徳田地内での用地取得、固定価
格買取制度の申請、事業性評価などを順次進めていくこととしている。
【公共施設への木質バイオマスボイラー普及促進事業】
　平成30年度の千厩小学校に続き、令和元年度には東山小学校のチップボイラーが新たに導入され、着
実に導入件数を伸ばしている。
　燃料用の木質チップは、千厩小学校及び東山小学校の両校合わせて46.14ｔが供給された。
　今後、一関市が整備を計画している室根小学校、花泉小学校などの施設でも木質チップボイラーの設置
を見込んでおり、関係各課と連携しながら木質バイオマスボイラーの普及促進を進める。
【木質チップ製造事業】
　H30年度に森林組合、チップ生産事業者、素材生産業者、建築・建設事業者、設計事業者、行政機関で
構成される木材カスケード利用協働協議会を設置し、木材のカスケード利用の促進並びに千厩小学校及び
東山小学校への質の高い木質チップの安定供給について協議を行っている。
【市民集材活動】
　バイオマス産業都市構想に掲げる、市民による地域に根差した木質バイオマス利用の実現を図るため。市
民団体「森林資源を活用する一関市民の会」の設立及び運営の支援を行った。
　①　未利用材・間伐材等の集材活動及び薪づくり活動
　　　　薪用の集材及び千厩・東山小学校用のチップ用原木の集材を実施した。
　②　市民による木質バイオマスの流通に係る調査及び試行
　　　　流通については、FAXで注文をもらい、配達日程の調整後、会員が注文者のお宅まで薪を配達する
仕組みを構築した。
　③　木質バイオマスの利用の促進、安全講習会の開催
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第３回総合計画審議会、第４回まちづくりスタッフ会議意見・質問に対する対応 【各課対応番号】
①意見を反映　②意見に対するコメント

③既に後期基本計画（案）に記載している　④既に事業として実施している

【資料№31】
令和２年10月23日（金）

第４回一関市総合計画審議会

№ 提出 質問・意見区分 担当部 施策分野 単位施策 意見内容 各課対応 備考

6 第３回審議会 意見 農林部 農林水産業 1-1

林業に関して「市内でお金を回す」を基本に進めてもらいたい。それに加えて、薪ストーブ利用の補助金
を拡大してチップボイラーやペレットストーブ、薪ボイラーなども対象にしていただきたい。

②

　市内でお金を回すということについては、これまでも意識して施策を展開してきたところでありますし、今後も
意識して市内でお金の回る仕組み作りを行って参りたいと考えております。
　薪ストーブ設置費補助金についてでありますが、令和３年度に向けての予算要求の際、見直しとして、より
多くの薪の活用が見込める薪ボイラーの導入支援の検討をいたしましたところ、農業用としての要望はあるも
のの、農業利用の場合は国や県の高補助率の補助が充実していることがわかり、市単独での薪ボイラーの
補助制度の創設は見送ることとしました。
しかしながら、身近にある資源である薪を有効に活用するには、薪ボイラーの導入は効果的と考えております
ので、引き続き情報収集に努めて参りたいと考えております。

7 第３回審議会 意見 農林部 農林水産業 1-1

考え方として、現在、林業の具体的な施策として、大規模林業を対象とする、または想定した施策が中
心に置かれていると感じている。しかし、人手不足によりこの荒廃した山林は、既存の大規模林業企業
や森林組合への施策だけでは間に合わず、相続等により山林を所有している山主にとって、やはり自己
能力だけでの山林整備が追い付かない状況であります。
そこで、小規模・中規模の山林整備のためのそれを「自伐型林業」というのだそうですが、そのような小
規模・中規模林業をも視野に入れた支援の施策によって、たくさんの人々がより多く山林に関われること
だと思います。
近くでは、気仙沼市、陸前高田市、花巻市等が、そのような小規模・中規模林業に対する施策を実施し
ている中で、是非とも一関市におきましても実施していただきたい。
小規模・中規模林業の支援により、森林の好きな都会からの人々や、資本の少ない若者の流入が図れ
るのではと期待します。

④

ご意見いただいた件については、一関市里山森林保全活動推進事業において実施しております。

8 第４回スタッフ会議 意見 商工労働部 商業・サービス業 1-3

施策の展開 ③
通院と買い物をセットにしたデマンド型乗合タクシーの活用なども視野に入れて進めて欲しい。

②

・デマンド型乗合タクシーの運営は、既存のバスやタクシー事業者の事業活動を考慮し、競合を避けながら
利便性の向上を図ることが必要と考えます。バス路線との競合区域では、バス又はタクシーの利用をお願い
します。
・移動手段と利便性は、2-3公共交通(1) 、(2)①の施策の展開に反映しています。

9 第４回スタッフ会議 意見 商工労働部 観光 1-5

施策の展開 ①
「市民一人ひとりが一関の観光大使として意識の醸成を図るとともに」という観点を追加して欲しい。
理由：自分が一関の観光大使だと自信を持ってふるさとをＰＲしてほしい。

①

№12の意見と合わせ、○市民の参画（1）観光資源の発掘及び活用に意見を反映しました。

10 第３回審議会 意見 商工労働部 観光 1-5

一関市では、観光について、日本版ＤＭＯと言って民間の組織で観光を担ってくれている団体があるが、
その要素が計画から抜けていると感じた。

①

ご意見を踏まえて、1-5の施策の展開に反映しました。

11 第３回審議会 意見 商工労働部 観光 1-5

施策の展開
各地域の観光資源の発信として各地域図書館の活用を追加してはいかがか。

②

観光資源の発掘、磨き上げを行っていくためにも、今後、図書館と連携した取組について検討を行っていき
ます。

12 第３回審議会 意見 商工労働部 観光 1-5

施策の展開と市民の参画
観光は、外の人がその地域の「輝き（光）」を観に来ることと考えます。よって、地域に住む人々が、地域
の宝である観光資源を知り、誇りに思うことが大切であり、「施策の展開」の項目に「市民に対してのPR」
と「市民の参画」の項目に「地域の観光資源への理解を深めましょう」を追加してはいかがか。

①

ご意見を踏まえて、1-5の市民の参画に反映しました。

13 第４回スタッフ会議 意見 建設部 道路 2-2

現状と課題⑥について、地域住民の高齢化、人口減少に伴い、道路の維持管理活動が減少、または
困難になってくることが想定される。地域については、地域住民のボランティア活動に頼らない維持管理
の仕組みを構築していく必要がある。
⑥文末の「地域住民の協力を得ながら・・・」は確かに理想ですが、現実問題厳しくなってくるとおもうの
で、後期基本計画５年間でその検討をしていって欲しい。

②

ご意見を受けて、後期基本計画5年間の間に検討を進めてまいります。

14 第４回スタッフ会議 意見 建設部 道路 2-2

施策の展開 ①
「車いす利用者」の前の文言に、「視覚障がい者や」を追加して欲しい。
理由：道路を利用する障がい者は、車いす利用者だけでなく、「視覚障がい者」もいる。この人たちの障
がいは、道路整備において、相反するところもあり、両者に安全な道路整備が必要である。

①

ご意見のとおり「視覚障がい者や」を加え、2-2施策の展開を修正しました。

15 第４回スタッフ会議 意見 市長公室 地域情報化 2-4

施策の展開（２）③について、多様な媒体を活用するのは良いことだと思いますが、それぞれの媒体の特
性を生かした情報の受発信ができると良いと思います。そういった点も盛り込んでほしい。

①

ご意見を踏まえて、「多様な媒体のそれぞれの特性を生かした活用により・・・・」に修正しました。
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16 第４回スタッフ会議 意見 総務部 地域情報化 2-4

施策の展開 情報通信基盤の整備と活用
施策の展開 ②、③で「・・・事業者に働きかけます」、「・・・国、県に働きかけます。」と記載があります
が、「働きかけ」も大事ですが、解消に向け一関市として予算を組み施設の建設等の対策も必要と考え
ます。

②

　携帯電話会社の収容局と基地局との通信に光ファイバーを使用しており、この通信基盤となる光ファイ
バーの未整備エリアを解消するための事業費を、本年６月議会で予算計上したところです。既設の分を含
め、光ファイバーの通信基盤を活用した通話エリア拡大を携帯電話会社に働きかけるものです。
　地上デジタルテレビ放送波のデジタル化は国策で実施したことから、抜本的な解決は国等に働きかけてい
く必要があると考えています。市では、テレビ共同受信施設組合への補助金交付などテレビ難視聴対策を実
施しています。

17 第４回スタッフ会議 意見 市長公室 地域情報化 2-4

市民の参画（２）について、文章がわかりづらい。
文の前半は市民ではなく行政の役割だと思うので、どういう意図なのか分からない。

①

ご意見を踏まえて、2-4市民の参画を修正しました。

18 第３回審議会 意見 まちづくり推進部
移住定住、関係人口、結
婚支援

2-6

施策の展開 移住定住の促進
施策の展開①と②の文末語尾が「・・・・必要があります」となっており、他の施策の展開の項目と比べた
ときに違和感がある。現状と課題の項目のような書き方になっているので、他と揃えたほうが良い。

施策の展開 関係人口の創出
施策の展開①～③について、上記と同様、語尾が「必要です」、「重要です」となっているので、他と揃え
たほうが良い。

①

ご意見を踏まえ、他の項目の表現と揃えました。

19 第４回スタッフ会議 質問 保健福祉部 子育て 3-1

赤ちゃん駅への登録とはどういうことなのかよく分からないです。何のために必要なのでしょうか。

④

「赤ちゃんの駅」は、子育て家庭が安心して外出できる環境づくりを目的とした施策であり、公共施設や民間
施設に、授乳の場所、オムツ替えの場所、ミルクのお湯の提供、ベビーキープが設置されたトイレのいずれか
を提供していただくことで、社会全体で子育てを支援する仕組みとして活用されているものです。
※第２回審議会意見への対応と同回答。

20 第４回スタッフ会議 意見 保健福祉部 子育て 3-1

是非、子ども食堂、企業、商店の協力も含めたフードバンク事業を施策の展開に盛り込んでもらいたい。

④

フードバンク事業については、一関市社会福祉協議会が「コープフードバンク」と食料支援協定を締結し、食
品の無駄をなくすとともに、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを進めていますが、市としても関係機関と
連携しながら取組んでまいります。

21 第３回審議会 意見 保健福祉部 子育て 3-1

第２回審議会の際に意見した、「赤ちゃん駅」への登録がどのような展開や効果を想定して、地域で子
育てを支える仕組みとしてどのように活用されるのかへの回答で、「赤ちゃん駅」がどようなものかという
説明の回答であった。「赤ちゃん駅」がどのようなものかではなく、「地域で子育てを支える仕組み」として
「赤ちゃん駅」を取り上げているので、赤ちゃん駅への登録による展開が分かるように、施策の展開に記
載願いたい。 ①

ご意見を踏まえて、施策の展開を修正しました。

22 第３回審議会 意見 保健福祉部 子育て 3-1

第２回審議会の際にも意見しましたが、求められてるのは「子育て支援のコーディネーター」であり、子育
て包括支援センターの強化を望むものであります。さらに言えば、情報共有が行われているという「こども
センター」が機能するような組織づくりを願っています。

②

　子育て支援コーディネーターの配置について、現時点では検討しておりませんが、今後も「こどもセンター」
が求められている役割を十分に果たせるよう、業務を進めてまいりたいと思います。

23 第３回審議会 意見 保健福祉部 子育て 3-1

第２回審議会の際に意見した、「いちのせき子育てガイドブック電子版」をホームページに掲載している
から良いのだとすれば、キチンと見られる工夫や見られる状態を作ることが必要という意見への回答で、
掲載していることで見られているとの回答があったが、見られているかということが問われているので、見
られる工夫や情報の伝え方を工夫して欲しいと思う。

②

　子育てに関する情報については、ホームページに掲載しているほか、子育て支援アプリ「i-子Styleて・と・
て」からも市のホームページが見られるようになっているところです（子育て支援アプリについては、妊娠届、
出産届時にチラシを手渡しお知らせしております）。子育ての情報を必要としている方が情報を取得しやすい
よう、また、情報が掲載されている場所等について広く知っていただけるよう、周知方法等について検討して
参りたいと思います。

24 第３回審議会 意見 教育部 義務教育 3-2

子育て支援や教育の分野の中で、「ことば」に関して、一関市は力を入れていると思うが、もっと研究者
を入れて取り組んだほうが良いのではと感じている。ことばの教育と言っているが、一関市の教育と他の
教育との違いは何か、一関市のことばの教育を受けた子どもと、受けなかった子どものコミュニケーション
や言葉の使い方が変わったのかについて、審議会やワーキンググループで検証するのは不可能なの
で、研究調査の提案などをすると若い優秀な研究者が一関市のことばの教育について研究してくれると
思う。

②

「ことばの力を育てる教育」により、目指しているのは語彙を豊富にし、ことばの感性を磨いたり、思考力・想像
力を豊かにしたり、地域に対する誇りを育成したりすることである。各種テストや作文、作品等で変容を捉えた
いところであるが、検証方法は今後も研究していきたい。
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25 第３回審議会 意見 まちづくり推進部
文化芸術、スポーツレクリ
エーション

3-4

記載されている住民参加型の文化芸術活動の振興というのは非常に良いことだと思う。そこに、もうひと
つ、その文化芸術活動の環境づくりに力を入れて欲しい。芸術活動の展示箇所設置、市の中心部に文
化芸術活動を推進するための施設の建設など、文学館や美術館のような文化施設を設置して文化面
への住民サービスを提供していくことを検討して欲しい。

②

新たな文化施設の設置については、設置場所の確保や財政面からみてもすぐに反映することは難しいところ
です。遊休施設の利活用を検討するなど、意見を反映できるよう検討を進めていきます。
なお、後期基本計画（案）の3-5 ③に優れた芸術を身近に楽しむことができる環境整備については記載し
ております。

26 第３回審議会 意見 教育部
文化財の保護、地域文化
の伝承

3-7

民族という捉え方を民俗芸能だけに特化するのではなく、埋蔵文化の関係もあるので、市民にそういう環
境を提供するというのは大事なことだと思う。以前、県の埋蔵文化センターが舞川の清水遺跡を調査し
ました。道路建設に伴っていたため、すぐに埋設してしまったので、縄文遺跡群にはまだなっていない。
埋めているだけなので、これからの開発の仕方によっては、三内丸山遺跡あるいは世界遺産登録を目
指す流れに乗るくらいの重要な遺跡群が北上川西斜面に続いている。そういうところを各自治体と提携
しながらポイント調査をしていただきたい。もう一つは、一関の持っている中世からの歴史的経過につい
て、市民に身近な資料という形で紹介していただければと思う。民族文化というのが、決して民俗芸能だ
けではないという視点を文化財課を中心に検討していただければと思う。

②

開発行為に伴う発掘調査は実施しています。北上川左岸に遺跡が続いていることは承知していますが、今
後、独自調査を実施できるかを含め、施策として反映できるかを検討していきます。

27 第３回審議会 意見 教育部
文化財の保護、地域文化
の伝承

3-7

施策の展開の項目について、前期基本計画と比べて非常に内容が薄くなっている。前期基本計画で施
策の展開として掲げていたものは、解決したため今後取り組んでいかないのか。
大事な要素が削られてしまっていると感じるので、前期基本計画の内容を確認して、施策の展開を充実
して後期基本計画を作ってもらいたいので、施策の展開を修正いただきたい。 ①

ご意見を踏まえて、3-7を全体的に修正しました。

28 第３回審議会 意見 市民環境部 自然環境、環境保全 4-1

現状の項目
「室根山をはじめとする北上高地の山岳地帯があり、東部には室根高原県立自然公園に指定されてい
る室根山をはじめとする北上高地の丘陵地帯が広がっています。」室根山が重なっているので、直した
ほうが良い。 ①

ご意見を踏まえて、「奥羽山系の山岳地帯があり、東部には室根高原県立自然公園に指定されている北上
高地の丘陵地帯が広がっています。」に修正しました。

29 第３回審議会 意見 市民環境部
資源・エネルギー循環型
社会

4-3

語句の修正についての意見です。
・施策の展開 で「アイドリングストップなど」→「エコドライブ」に。
・主な指標 での単位「tCO」→「tCO２/年」に。

①

「アイドリングストップなど」→「エコドライブ」
「tCO」→「ｔCO /年」に修正。

30 第３回審議会 意見 市民環境部
資源・エネルギー循環型
社会

4-3

太陽光発電導入者への市の補助を今後も続けていただけるようで何よりです。
市内でも早期に太陽光発電を導入した方々の中には現在、Fitの買取制度１０年の期限が切れる方が
年々増えております。せっかく、再生可能エネルギーを利用して作った電気ですので、蓄めて使えるよう
蓄電池（機）や充電機を設置したいものです。そうすれば、災害時でも使用できるので、卒Fitの方々のた
めにも補助金制度を設けていただきたい。 ③

以下の箇所にご意見の内容を記載しております。
4-3の施策の展開(2)④中
「エネルギーの地産地消を推進します。」
（蓄電池の導入推進の意味で加えたもの）

31 第３回審議会 意見 建設部 住環境、景観 4-4

語句の修正についての意見です。
・市民の参画 で「断熱住宅」→「高機密・高断熱住宅」に。

①

ご意見を踏まえて、第２部分野別計画４－４を修正しました。

32 第４回スタッフ会議 意見 保健福祉部 医療 5-1

施策の展開
かかりつけ医ガイドブックではかかりつけ医の定義が不十分であり、問題と感じている。
市民と医療関係者との認識の違いや医療機関ごとの意識の差が改善されない。双方の学習会が必要
と考えますし、地域医療を担う医師のかかりつけ医としても意識醸成づくりも必要と感じます。 ②

かかりつけ医ガイドブックの内容については、医師会等の関係機関と協議してまいります。
また、地域医療体制の充実に向けては、市だけでなく、県や医師会等との連携が必要であると考えており、
かかりつけ医についても、関係者間で情報を共有しながら取組を進めてまいります。

33 第３回審議会 意見 保健福祉部 医療 5-1

「かかりつけ医」の話題が審議会で多く話されているが、介護認定審査等の審査に係る、かかりつけ医が
いないと意見書が出ないなどの支障が生じていたという課題がありました。「かかりつけ医」のところを削
除するのではなく、現状として「かかりつけ医」の課題は何かを総合的に判断して、施策の展開に記載を
願いたい。

②

かかりつけ医の課題は、診療や相談できる身近な医師がいない人にとっては、病気やけがをした時に、どこを
受診したらよいか情報がなく判断に迷うことがあげられます。
また、「かかりつけ医」がいない方でも、まずは、身近にある診療所（クリニック）を受診していただくことが優先
されることから、「かかりつけ医」の文言を削除したものです。
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34 第３回審議会 意見 保健福祉部 医療 5-1

施策の展開 ④
かかりつけ医の件で、市民が病院の役割やその違いを理解して適切に受診するようにと書いてあるが、
その適切という括りが分からないというのがまちづくりスタッフ会議での意見でした。結局、ルールを作る
ほうは、曖昧に作っているのに、それを市民に理解しろと言われても困ると思う。ルールができていない
ので、「かかりつけ医という定義をみんなで再構築してから周知します」というのであれば理解できるが、
ルールとして曖昧なものを、自分たちで判断して実施するようにと言っているようにしか感じられない。こ
のままの文言で総合計画に盛り込まれると、この問題に注目している市民の方々が、また自分たちで考
えなくてはいけないのかと感じる。形あるものにしていくのであれば、ここの文言はガラッと根本から変える
べきだと思う。

②

「適切に」というのは、最初に病院を受診するのではなく、まずは身近な診療所（クリニック）を受診すること、
医療機関の診療時間内の受診を心がけるということですが、このことについては、市民の皆様にとっていただ
きたい対応として「市民の参画 」に記載しております。

35 第３回審議会 意見 保健福祉部 医療 5-1

かかりつけ医の件について、提案だが、一関型の受診体制のようなものを医師会と保健センターで練っ
て、かかりつけ医の一関としての定義をしっかしてから、市民に周知しても良いのではと思った。

②

全国的に病院にかかる負担が増している現状を鑑み、病院の運営がスムーズに行われるよう、まずは身近
な診療所（クリニック）を受診することが必要です。
これは、一関型というものではなく、全国的に共通することと考えます。
新しいことを目指すのではなく、当たり前のことを当たり前に行うこと、即ち、市民の一人ひとりが適正受診を
心がけることで、地域医療を守ることにつながると考えます。

36 第３回審議会 意見 保健福祉部 地域福祉 5-2

市民の参画
民生委員や児童委員や各種相談窓口に相談するようにと書いてあるが、現状的にはその仕組みを知ら
ない人もいる。その仕組みを周知していくところも施策の展開に欲しいのではと思った。

③

5-2地域福祉
○施策の展開

⑥必要な福祉サービスが分かりやすい表記を検討するほか、パンフレットだけでなく広報やＳＮＳを活用し、
より多くの市民に福祉サービスの情報を伝わるようにします。

37 第３回審議会 質問 保健福祉部 高齢者福祉 5-3

全国、県、市町村に老人クラブ連合体の組織があり、各地区のクラブに市も支援していることは承知して
います。
一関市の各地区で老人クラブの無いところについては、老人福祉、いきがい支援のため設置を積極的に
促す政策を取れないか伺います。
行政区長、民生委員を通じれば可能と思われますが、いかがでしょうか？

②

市内には、令和２年４月時点で243の老人クラブがあり、市では、老人クラブ活動費補助金、老人クラブ連
合会補助金、高齢者の生きがいと健康づくり事業により支援しているところです。これまでは市内全地域に老
人クラブかありましたが、会員数の減少や事務局員の不足等により、解散や活動を休止している団体がある
ことから、老人クラブ連合会各支部や行政区長・民生委員の協力をいただき、活動を再開できるよう支援し
てまいります。

38 第３回審議会 意見 消防本部 防災 5-6

施策の展開 防災を防ぐまちづくりという項目があるが、感染症対策という文言が入っており、総合計画
という何か年計画にはそぐわないという印象がある。今回のコロナもそうだが、スピード感をもって対応して
いかなければならないので、何か年計画というものではなく、感染症が出た場合は特別に対策をしていく
というような文言でも良いのではないかと思う。岩手は感染者が少ないというのもあり、意識が薄らいでき
ているところでもあるが、こういったものはスピード感をもって対応していくというのが滲み出るような文言で
も良いと思う。

②

　本項目の感染症対策とは、災害発生時の避難所運営に主眼を置いたものであり、新型コロナウイルスに限
らず、その時どきに懸念される感染症に合わせた対策を図りながら避難所運営を行うことを想定したものにな
ります。

39 第３回審議会 意見 消防本部 防災 5-6

施策の展開 災害に強いまちづくりの項目のところで、色々な研修や訓練を実施するということで、非常
に心強いものを感じる。災害が起きたときに、訓練の経験があることで、釜石市のような避難ができると
思う。訓練を確実に実施できるように、地域に求めていくものがあっても良いと思う。例えば、指標として、
５年間の間に行政区単位で必ず避難訓練を実施するという指標があっても良いのではないか。

④

　市の災害対応力を向上させる施策として、地域における防災指導者の役割である一関市防災指導員（ＡＩ
Ｄ）の養成講座を毎年開催しており、その指導者が各地域において市民とともに主体的に避難などの防災訓
練や研修に取組んでいただくことで、地域防災力の向上を図っています。
　後期基本計画では、避難訓練の実施のみを指標とするのではなく、地域防災力の向上のためにリーダー
シップを発揮していただく、一関市防災指導員の養成を主な指標として事業を推進していきます。

40 第４回スタッフ会議 意見 消防本部 消防、救急、救助 5-7

施策の展開 ④について、
「消防団員等の確保と育成強化を図ります」→「加入しやすい体制の見直しをし、消防団員等の確
保・・・」としてはどうか。

理由：組織の在り方や見直しなど、定年制の導入についても検討し、若い人が加入しやすい消防団の体
制作りが必要

②

　消防団員の確保における若い団員の確保しやすさは、これからの組織体制の維持に必要不可欠なものと
理解しており、今後、消防団組織再編を含めたあり方を検討していく予定です。
　ただし、定年制の導入については、高齢化が進む当市において、ベテラン団員は貴重な地域防災力であ
ることから、現段階では難しいと考えています。

41 第３回審議会 意見 市長公室 重点プロジェクト２
lLCを基軸としたまちづく
り

施策の展開 ④
「国籍や民族、文化、言語などの違いを・・・」と記載あるが、価値観の違いをお互いに認め合うことが大
切になると考えます。よって、「価値観」も記載してはいかがか。

①

ご意見を踏まえ、施策の展開に反映しました。

42 第３回審議会 意見 市長公室 重点プロジェクト２
lLCを基軸としたまちづく
り

研究施設設置の事務局である旗振り役の高エネルギー加速器研究機構が旗を降ろしてしまったという
報道がありましたけれど、これで完全に外堀が埋まってしまったと感じている。従って、この総合計画の、
てにをはを直すとかの次元の問題ではなくなってしまったのではないか。ＩＬＣを実現するには、後は政治
力しかないのではないかと思っている。政治力で政府を押し切ることができるのかということだと思う。一
関のまちは良いまちだと思いたいが、無いものねだりをしているようなまちの印象を与えないように、今後
しっかり情報収集をして、どういう手を打てば実現できるのか具体的に考えてもらいたい。

②

岩手県や東北ＩＬＣ事業推進センターなどの関係機関と連携しながら、ＩＬＣの実現に向け、国に対し働きかけ
ていきます。
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43 第３回審議会 意見 市長公室 まちづくりの進め方１ SDGｓの推進

施策の展開において、SDGｓの理念の具現化に係るものが見えない。一関市がSDGsを掲げて何をした
いのかが見えないので、まずは職員がSDGsを理解する中で、後期の中で、SDGｓの推進ビジョンを作っ
ていくとしたほうが良いのではないか。
施策の展開 ②③においては、SDGｓを計画で位置付ける場合に職員が説明できないのでは話になら
ないのではないか。 ②

ＳＤＧｓは経済、社会、環境のある一つの側面だけ対応するものではないため、今後、職員のＳＤＧｓに対する
理解を深めるとともに、後期５年間の中で、経済、社会、環境面での同時解決を図れるような取組を進めて
まいります。
また、ＳＤＧｓ未来都市選定に向けた計画の策定を進めることを、施策の展開に加えました。

44 第３回審議会 意見 まちづくり推進部 まちづくりの進め方３ 協働のまちづくりの推進

主な指標が「市民センターの利用回数」になっているが、どういう活動をしていくのかというところに関する
指標が取れれば良いのではないかと思った。

②

事業参加者以外の利用者も含めて指標とすることで、地域づくりの拠点としての機能の充実度合いを数値化
するものです。

45 第３回審議会 意見 保健福祉部 重点プロジェクト３
東日本大震災からの復
旧復興

第２回審議会の際に意見した、災害公営住宅に入居している被災者の地域住民とのコミュニティの形
成が進んでいないことへの回答で、今まで社会福祉協議会が担ってきたが、今後は市と関係団体とで
検討していくとあったが、現状と課題を整理したうえで、市が方向性を示し、関係団体が動いていく形にし
てほしいと思う。 ②

ご意見を参考に進めてまいります。

46 第３回審議会 意見 市長公室 重点プロジェクト１ まち・ひと・しごとの創生

施策を進める上で重視する視点 Society5.0の推進
Society5.0の文中、Al,loTを、ロボティクスなどの情報通信技術は、とあるが、情報通信のことだと
Society4.0になるのではないか。Society5.0を示唆した記述があると良いと思う。

①

インターネットなど情報通信の活用による効率化を図ったSociety4.0だけではなく、デジタル技術とデータの
活用によって課題解決や価値創造を図るSociety5.0を示唆した記述に変えました。

47 第３回審議会 意見 市長公室 重点プロジェクト１ まち・ひと・しごとの創生

施策の展開 ①
インターネットに接続できる環境の整備が前提であることから、「インターネットに接続できる環境の整備
を進め、」を追加して、「インターネットに接続できる環境の整備を進め、インターネットを通じた取引など
新たな・・・」としてはいかがか？

①

ご意見を受けて、 の②に「インターネットへ高速で接続できる環境を整備するとともに、」を加えました。

48 第３回審議会 質問 市長公室 重点プロジェクト１ まち・ひと・しごとの創生

施策の展開 ③
「中心市街地などのまちなかへ訪れたくなる新たな魅力を生み出す人材」とは、具体的にどのような「人
材」でしょうか、イメージできないので説明していただきたい。

これまで地域の中心に当たるまちなかでは、商品を仕入れて販売する商売が中心となっていましたが、郊外
の大型店やインターネットショッピングの普及により、商売でまちなかに訪れる人を増やすのが難しい環境と
なっています。
商品に関連した新しいサービスの提供や、飲食や交流を楽しむなど、まちなかで過ごす時間を楽しめるよう
なサービスを提供することを目的に出店する人材を発掘し、育成することが重要と考えます。

49 第３回審議会 意見 市長公室 重点プロジェクト１ まち・ひと・しごとの創生

施策の展開 ④
「スポーツや文化を通じて本市を訪れる人を増やし、市民との交流を促進します」と記載あるが、本市を
訪れるリピーターを増やすことを目的に、「市民との交流」だけではなく、「本市の魅力（景観・文化・偉人
等　訪れるもの）の体験」も必要と考えます。

①

ご意見を受けて、「本市が持つ景観や文化、産業などの魅力を体験する観光に加え、」を追記しました。

50 第３回審議会 意見 市長公室 重点プロジェクト１ まち・ひと・しごとの創生

施策の展開 ③
「ロボット」は、「情報通信技術」でしょうか。インターネット・Alとロボットは分けたほうが良いと思います。

①

Al、lot、ロボットなどの技術の総称を「情報通信技術」ではなく、デジタル技術に修正しました。

51 第３回審議会 意見 全体 主な指標

指標でコロナウイルスの影響を受けるところが、同じ分野や指標項目で影響を受ける指標、受けない指
標と異なっているので、利用数や参加者数など同じように影響を受けると考えるので指標を精査願いた
い。

新型コロナウイルスの影響を大きく受ける指標については、各担当課で判断して決めているところです。新型
コロナウイルスの影響が発生してから、これまでの期間での影響を鑑みて判断しております。

52 第３回審議会 意見 全体 主な指標

表中②指標の説明（・・・・、どんな課題に対応している指標か記入）と記載あるが、指標の説明だけの記
載で、情報として必要な「どんな課題に対応している指標」かの説明がない。第２部分野別計画には、
「主な指標」が分野ごとにまとめて記載しているが、どんな課題に対応していて、どの施策の指標なのか
理解しづらい。指標の説明に記載願いたい。

対応を検討いたします。
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53 第３回審議会 意見 教育部 主な指標

3-7骨寺村荘園遺跡の保護の指標で指標項目として、「骨寺村荘園交流施設利用者数」があるが、こ
の指標指標の説明が来訪者数を示す指標となっている。骨寺荘園の施設は、骨寺荘園の重要性、歴
史などをいかに知ってもらうかという施設であると思う。そうなると指標の説明の項目のところに、遺跡の
重要性を理解していただいた人の数というのが指標の説明として載ってきて、実態として施設を訪問さ
れた方が何人だということになるべきだと思う。
指標の説明の項目を、指標を設定する趣旨に合わせて記載すべき。 ①

後期基本計画「主な指標」№81
②指標の説明を修正

54 第３回審議会 意見 商工労働部 主な指標

1-5観光の主な指標で「観光ボランティア登録者数」とあるが、先日、この観光ボランティア登録の講座
を受けてきた。現状数値が75人となっており、５年後の目標数値が75人になっているが、確実に私１人
は増えるので、もっと増やした目標でも良いのではないかと感じた。一関市はこれから人がどんどんやっ
てくる。私も観光ボランティア活動を頑張るので、夢があるような数値目標にしてもらえたらと思う。

①

ご意見を踏まえて、目標数値を見直しました。

55 第３回審議会 質問 市長公室

○動物（ペット）の殺処分について
一関市での殺処分の現状を伺いたい。殺処分があるとすれば、回避する対応策をとっているのか。その
方法を伺いたい。
（保健所（県）が所管と思われるが、お調べいただきたい）

殺処分の現状数値等を添付します。
また、岩手県では「犬・猫の譲渡事業」を実施し、致死処分頭数をできる限り少なくするとともに、地域で動物
愛護思想の高揚と適正な飼育の普及啓発を目的として施策を進めております。

56 第３回審議会 意見 全体

令和と西暦が混ざっているのが分かりづらい。例えば、ＩＬＣは平成25年の８月からという文言があるが、
これは何年かというと2013年である。進捗状況がどれだけ明るい見通しなったかをパッと感じるには、西
暦なら西暦で表現してもいいのではと思った。

表記について、全て和暦で統一しました。分かりにくい箇所は、西暦も（）書きで表記しております。

7 ページ



【参考】
令和２年10月23日（金）
第４回一関市総合計画審議会

●意見№55　動物（ペット）の殺処分について
　※一関保健所から情報提供









【資料№32】

令和２年 10 月 23 日（金）

第４回一関市総合計画審議会

1 

一関市 

総合計画後期基本計画

（案） 
（令和２年 10 月 23 日時点） 

目次 

第１部 重点プロジェクト ・・・・・・・・・・・・・ ２ 

第２部 分野別計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

第３部 まちづくりの進め方・・・・・・・・・・・・106 

（第３回総合計画審議会からの加筆部分は赤字、削除部分は青字） 



【資料№32】

令和２年 10 月 23 日（金）

第４回一関市総合計画審議会

2 

第１部 重点プロジェクト 

○ 重点プロジェクトとは 

基本構想を実現するためには、各分野の枠組みにとらわれず分野横断的に対処しなけ

ればならない課題に対し、重点的かつ戦略的に取り組んでいくことが必要です。 

そこで、前期基本計画と同様に、引き続き次の３つを重点プロジェクトとして掲げ、施

策の考え方、進め方を示し、具体的な施策を展開します。 

○ 重点的かつ戦略的に実施すべきテーマ 

【プロジェクト１】 まち・ひと・しごとの創生

我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけ

るとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確

保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくことを目的に、平成 26 年 11 月

にまち・ひと・しごと創生法が制定されました。 

本市においても、今後は、高齢化率の上昇や生産年齢人口と出生数の減少に伴う総人口

の減少が進行することが見込まれ、地域の活力の低下など多方面に大きな影響が及ぶこ

とが懸念されています。 

人口減少社会の中にあって、地域の活力を維持していくためには、市民一人ひとりが夢

や希望を持ち、豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成（まち）、地域社

会を担う個性豊かで多様な人材の確保（ひと）、及び地域における魅力ある多様な就業機

会の創出（しごと）を一体的に推進することが重要です。 

このため、本市では、まち・ひと・しごと創生法を受けて、「一関市人口ビジョン」及

び「一関市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成 27 年に策定し、少子高齢化及び人

口減少に対応してきた前期基本計画に引き続き「まち・ひと・しごとの創生」を重点プロ

ジェクトに掲げ、取組を継続していくものです。 

【プロジェクト２】 ＩＬＣを基軸としたまちづくり 

 国際リニアコライダー（ＩＬＣ）は、全長 20～50km の地下トンネルに直線状に加速器

を設置し、電子と陽電子の衝突実験を行い、施設でありビッグバン（宇宙誕生）直後の状

態をつくり出すことによって、宇宙創成の謎、時間と空間の謎、質量の謎などの解明に迫

る素粒子実験施設です。国際協力によって設計開発が推進されており、本市を含む北上高

地が建設候補地となっています。 

 ＩＬＣの建設には、直線のトンネル（20～50km）に精密機器を設置するための、硬い安

定岩盤が条件となっており、安定した花こう岩の岩盤が南北に分布する北上高地は、平成

25 年８月、国内の研究者で組織するＩＬＣ立地評価会議によりＩＬＣの国内建設候補地
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に選定されました。その後、文部科学省のもとに設置された有識者会議での議論を経て、

平成 31 年３月には、日本政府が初めてＩＬＣ計画への関心を表明、令和２年１月には、

日本学術会議「マスタープラン 2020」の学術大型研究計画に選定され、さらに令和２年

６月に承認・公表された欧州素粒子物理戦略においてＩＬＣ計画に対する欧州の協力姿

勢が示されるなど、ＩＬＣの実現への機運が高まっています。 

 ＩＬＣの実現により、最先端の技術や高度な人材の集積が見込まれるほか、世界中から

多くの研究者等などとその家族が居住、滞在し、国際学術研究都市が形成されることが見

込まれています。また、ＩＬＣの建設と運営による経済波及効果だけでなく、教育や文化、

産業をはじめとする様々な分野において大きな波及効果が期待されます。 

 少子高齢化や人口減少、新型コロナウイルス感染症による経済活動等などへの影響が

懸念される中、ＩＬＣは本市の未来を大きく変える可能性を持った夢のあるプロジェク

トであるとともに、東日本大震災からの真の復興の象徴となるプロジェクトです。 

 このため、前期基本計画に引き続き「ＩＬＣを基軸としたまちづくり」を重点プロジェ

クトに掲げ、取組を継続していくものです。 

【プロジェクト３】 東日本大震災からの復旧復興 

平成 23 年３月 11 日午後２時 46 分、三陸沖を震源とする国内観測史上最大のマグニチ

ュード 9.0 の大地震が発生し、本市では震度６弱を観測しました。この地震により発生し

た巨大な津波は、太平洋沿岸を襲い東北地方を中心に壊滅的な被害をもたらしました。そ

の後も余震が断続的に発生し、同年４月７日、本市は再び震度６弱の大きな揺れに襲われ、

住家などに甚大な被害を受けました。

この東日本大震災により、本市ではでは、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う

放射性物質による汚染と、沿岸津波被災地の復旧復興支援という大きな課題に直面しま

した。 

東日本大震災からの復興は、10 年の歳月が経過しようとする現在も復興は完遂してお

らず、今後も最優先で取り組んでいく必要があります。 

震災前の市民生活の基盤と安全安心を取り戻すこと、市域や県境を越えた沿岸地域と

の生活、経済交流を震災前にも増して活発にすること、そして経験と教訓を生かし、市

民と行政が一体となって災害に強いまちづくりを一層進めていくことが重要です。 

このため、前期基本計画に引き続き「東日本大震災からの復旧復興」を重点プロジェ

クトに掲げ、取組を継続していくものです。 
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○ 重点プロジェクトの展開 

【プロジェクト１】 まち・ひと・しごとの創生  

○ 現状 

・ 本市の総人口は、平成 27年から毎年 1,500 人程度減少しており、年齢３区分別に

見ると生産年齢人口及び年少人口は減少している一方で、老年人口は増加していま

す。 

・ 近年の人口減少は、社会減に比べ、自然減の影響が大きくなっています。死亡数に

比べ、出生数が著しく少なく、年間の出生数も平成 20 年からの 10 年間で約 300 人

が減少しています。 

・ 15 歳から 49歳までの女性人口は、減少傾向にあり、特に 24 歳から 34 歳までにか

けての女性人口が著しく減少しています。 

・ 出産時の年齢の高齢化が進んでおり、合計特殊出生率は、以前は全国や岩手県を上

回っていましたが、近年では同水準まで低下しています。 

・ 男性女性ともに 10代後半から 20 代後半までの転出が多く、東京圏、仙台市に対し

て転出超過は大きく、特にも女性はその傾向が強くなっています。 

・ 高齢単身世帯や高齢夫婦世帯数が増加しています。

○ 課題 

・ 結婚・出産・子育てに関する市民アンケート調査では、出産や子育てに支障や不安

になることとして、出産・子育てにお金がかかること、出産に伴う離職による減収、

仕事と子育ての両立などが挙げられています。 

・ 市内の中高生を対象にしたアンケート調査では、様々な種類の仕事やまちのにぎわ

い、趣味や娯楽を楽しめる機会や環境を求める意見が多くありますした。 

・ 今後、人口に関する動向が現在のまま推移すると、令和 22年（2040 年）には総人

口が８万２千人程度になるものと見込まれます。老年人口は、令和３年（2021 年）

をピークに減少しますが、ほかの世代の人口も減少することから、令和 22年（2040

年）には高齢化率が 42.5％となります。また、75歳以上の高齢者の人口は、今後増

加し、令和 12年（2030 年）にピークを迎えます。 

・ 年少人口、生産年齢人口の減少により、地域経済、地域医療、介護、教育、地域文

化、生活利便性及び行財政などへの影響が考えられます。 

○ 基本目標 

本市では、経済、雇用、労働環境など様々な要因によって若者の転出と出生数の減少

とともに、高齢化が進み、人口構造の変化と人口減少を引き起こしています。 

将来にわたって持続可能な地域とするためには、地域内の産業が稼ぐ力を高め、地域
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内で循環する所得や資金の流れを拡大するとともに、ここに住みたい、訪れたいと思え

る豊かな暮らしや働き方を実現し、環境と共生しながら、健康で安心して暮らせるまち

をつくることが重要です。 

このような地域課題を解決するための施策を進めることによって、人口の世代間に

おける不均衡を改善するとともに、人口減少を抑制し、令和 22 年（2040 年）に８万９

千人程度の人口を確保します。 

○ 施策を進める上で重視する視点 

まち・ひと・しごとの創生の施策を４に示す方向で進める上で、以下の３つの視点を

どの施策分野においても重視していきます。

ＳＤＧｓの理念の具現化 

「誰一人取り残さない」社会を目指すＳＤＧｓの理念を、市民、市民団体、企業、

金融など多様なステークホルダーと共に実践に移していくことは、持続可能な地域社

会の構築につながります。まち・ひと・しごと創生を進めていくに当たり、経済・社

会・環境における地域課題について、個別に対応するのではなく、一体的に取り組み、

同時解決を目指していくことが重要です。 

協働・公民連携による共創 

ここで暮らしたいと思える地域を創っていくためには、市民、ＮＰＯ、企業、行政

が公共的、公益的な活動を継続的な話し合いによる合意を基に協力して行っていく行

動していくことが重要です。 

また、様々な地域課題を解決するとともに、多様化する市民ニーズに応えていくた

めには、行政だけではなく、収益を生み出すための上げながら質の高いサービスを提

供する知恵やノウハウを持つ民間と連携するとともに、公共の担い手としての役割を

行政と民間がそれぞれの強みによって分担し、持続的なまちを共に創っていくことが

重要です。

Society5.0 の推進 

AI、IoT やロボティクスなどの情報通信技術は、時間や場所の制約を克服し、人の

代わりや効率化を図ることで、様々な課題を解決・改善するとともに、産業の生産性

や暮らしの利便性を高めていく可能性があります。未来技術の活用を様々な施策分

野において未来技術の活用を検討し、取組を進めていくことが重要です。 

    AI、IoT やロボットなどのデジタル技術とデータの活用は、情報の共有を進め、日

常生活や社会、産業において、時間や場所、人手不足などの制約を克服し、様々な課

題の解決や新しい価値を創造していく可能性があります。全ての施策分野において

先端技術の活用を検討し、取組を進めていくことが重要です。

○ 施策の展開 
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人が集うまちづくり 

  ～地域の稼ぐ力を高め、仕事と豊かな暮らしを創出し、市内外から人が集うまち 

を目指します～ 

① 地域経済の強化 

○ 働く世代の減少とともに消費が落ち込んでいく中、地域の資源や特色を生

かした付加価値の高い商品、サービスやコンテンツを生み出せるよう、市内地

元企業・産業間連携の促進を図ります。 

○ 市内の研究機関や教育機関の協力などで、イノベーションを進め、新たな商

品開発や技術開発を図ります。 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大による消費行動の変化に対応するため、イ

ンターネットを通じた取引など新たな販売方法や情報伝達手段によって市内

外の顧客へアプローチし、販売促進を図っていく取組や人材の育成を支援し

ます。 

② 働く場の創出 

○ 若者や女性が希望する職種の企業誘致と、時間や場所にとらわれない新た

な働き方の定着を進め、雇用の場の創出を図ります。 

○ 自ら起業・創業したいというチャレンジを支援します。 

○ 働きがいのある市内事業所の理解促進やＰＲを図るとともに、暮らしと両

立した働き方改革や雇用・労働環境の改善を推進し、市内外から若者の地元企

業への定着を図ります。 

○ 産業の担い手となる人材の確保や事業承継を進めます。 

③ まちの賑わい創出 

○ 中心市街地などのまちなかにおいて、魅力向上に取り組んでいる人材や、遊

休資産、公共空間を活用して新たな魅力を生み出す人材を育成します。へ訪れ

たくなるように、新たな魅力を生み出す人材を発掘、育成し、公共空間や遊休

資産の活用によって、豊かに過ごせる空間を創出します。 

○ まちなかに複数の魅力あるエリアを作り出し、回遊しながら楽しめるまち

づくりを進めます。 

○ 人口減少下においても、医療、福祉、商業、交通などの必要な生活機能をま

ちなかに確保し、市民の利便性を維持します。

④ 新しい人の流れの創出 

○ 本市に興味、関心を持った市外の人との接点をつくり、離れていても本市一

関市を応援する人々を増やすとともに、市外の人とのコミュニケーションを
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深め、課題解決のために市外からの視点やノウハウを取り入れた地域活性化

を目指します。 

○ 本市が持つ景観や文化、産業などの魅力を体験する観光に加え、スポーツや

文化などを通じて本市を訪れる人を増やし、市民との交流を促進します。 

○ 一関本市での暮らしや働き方を体験する機会を増やし、移住を促進します。 

次世代を担う子どもを育むまちづくり 

  ～結婚、出産、子育ての希望や生活と調和した働き方を実現し、様々な人が子育て

に関わり、次世代を担う子どもを育むまちを目指します～ 

① 結婚の希望を実現 

○ 市内にとどまらず、近隣自治体と連携した広域での出会いの機会を創出し

ます。 

○ 若者同士が交流を通じて人とつながる場、出会いの場を作るとともに、結婚

の希望を持つ人の背中を後押しする取組を支援します。 

② 出産の希望を実現 

○ 出産における健康面や経済面での不安を解消できるよう、情報提供や相談

支援の充実を図ります。しやすい場や機会をつくります。

○ 出産に伴う医療費など等の経済的な負担を軽減するとともに、出産時の年

齢が高まる中、不妊治療を支援します。 

③ 子育ての希望を実現 

○ 子育てにおける不安を解消し、子育て中の親が孤立しないよう、積極的な情

報提供や相談支援の充実を図るとともに、親同士のネットワークづくりや家

庭、地域、社会で子育てを支える仕組みづくりを進めます。を構築します。

○ 生まれてから社会人として自立に至るまでの成長過程において、点から線

へ、線から面となっていくような切れ目のない支援を行います。 

○ どこに住んでいても様々な人とつながることができるインターネットや、

AI、ロボットなどの情報通信技術と共存していく子どもたちが、変化へ主体的

に対応し、生き抜く力を育む教育を推進します。 

④ 仕事と生活の調和 

○ 子育て世代の親が仕事か生活の二者択一ではなく、どちらもやりがいを持

って暮らせる働き方に対する理解を、家庭のみならず事業所においても深め

る取組を進めます。 

○ 働きながらも子育てや介護に携わりやすい柔軟な働き方への取組の支援や、

取組を進める事業所の情報発信を促進推進します。 

将来にわたり安心して暮らせるまちづくり 
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  ～生涯にわたり健康で、環境と共生しながら、安心して住み続けられる持続可能な 

まちを目指します～ 

① 健康長寿の推進 

○ 高齢になってもいきがいを持ち、心身ともに健康で暮らせるよう、健康づく

りの推進や社会参加の機会を創出します。 

○ 地域における住民主体の介護予防活動を開始するとともに、、または活動を

継続する市民、団体を支援し、健康づくりと参加者同士のつながりづくりを推

進します。 

○ 健診、医療及び介護データを活用し、高齢者保健事業と介護予防事業を一体

的に進めることによって、高齢者保健事業と介護予防事業を一体的に進める

ことによって、生活習慣病の重症化を予防する取組を進めます。 

② 暮らしの維持・向上 

○ これまで家庭の中で維持できていた日常生活が困難となっている高齢者世

帯や一人暮らし高齢者世帯を支える仕組みづくりの構築を進めます。 

○ 車を保有していない場合や、高齢により自家用車を運転できない場合でも、

くても、また、車を保有しいなくても日常生活での移動を支えられるように、

利便性の高い移動手段の実証を進めます。 

○ インターネットへ高速で接続できる環境を整備するとともに、行政のデジ

タル化を進め、時間や場所のに制約に捉われないされない行政手続きの効率

化や行政サービスの向上を進めます。 

③ 地域コミュニティの維持 

○ 地域内の共助を支えてきたコミュニティ組織の存続や地域文化の継承など

が困難になっており、地域課題を解決するための事業を進められる人材の育

成や新たな支え合いの仕組みづくりを進めます。 

④ 資源・エネルギー循環の推進 

〇 新エネルギーのさらなる活用とともに、地域で発生する廃棄物、バイオマス

などの再資源化やエネルギー資源としての活用を図ります。（いかす） 

○ 地域資源から効果的にエネルギーを創出します。（つくる） 

○ 創出されたエネルギーを地域内で有効活用し、豊かな環境を次世代に引き

継ぎます。（つなぐ） 
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【プロジェクト２】 ＩＬＣを基軸としたまちづくり

○ 現状 

・ ＩＬＣの建設には、直線のトンネル（20～50km）に精密機器を設置するための、硬い

安定岩盤が条件となっており、安定した花こう岩の岩盤が南北に分布する北上高地は、

平成 25 年８月、国内の研究者で組織するＩＬＣ立地評価会議によりＩＬＣの国内建設

候補地に選定されました。 

・ 文部科学省のもとに設置された有識者会議での議論を経て、平成 31年３月には、日

本政府が初めてＩＬＣ計画への関心を表明し、令和２年１月には、日本学術会議「マス

タープラン 2020」の学術大型研究計画に選定されました。 

・ 令和２年６月に承認・公表された欧州素粒子物理戦略では、ＩＬＣ計画に対する欧州

の協力姿勢が示されました。 

・ 令和２年８月には、国際協力によるＩＬＣ準備研究所の設立に向け、高エネルギー加

速器研究機構を拠点とするＩＬＣ国際推進チームが立ち上がり、建設候補地である東

北においては、ＩＬＣ国際推進チームをはじめとした研究者コミュニティと密接に連

携し、地域が主体となってＩＬＣ建設に必要な受入環境整備等について、検討を進める

ため、東北ＩＬＣ事業推進センターが設立されました。

○ 課題 

・ ＩＬＣが実現すれば、わが国初の国際プロジェクトとしてなり、世界中から多くの研

究者・技術者とその家族が居住、滞在する国際学術研究都市が形成され、この地域が世

界に開かれた国際的な科学技術の拠点となることが期待されます。 

・ 政府が国際プロジェクトを主導する立場として、各国との資金の分担や研究参加に関

する国際調整等の早期合意を確実に進めることを、岩手県をはじめとする関係機関と

連携して、働きかけていく必要があります。 

・ ＩＬＣ計画の動向や関心事項を市民に対し情報提供し、ＩＬＣの実現に向けた機運の

醸成を図っていくことが重要であり、次世代を担う子どもたちをはじめ、幅広い世代に

ＩＬＣの価値や意義を正しく理解してもらう取組が必要です。 

・ 本市に広がる自然豊かな風土や美しい自然、伝統ある特有の文化などの魅力を市民が

再認識するとともに、その魅力を国内外に広く発信していく取組が必要です。 

・ 関係機関と連携して、世界中から訪れる研究者など等とその家族が安心して生活でき

る国際学術研究都市を見据えた環境の整備を進めていくことが必要です。 

・ 加速器関連技術を用いたプロジェクトが東北地方に展開・計画されており、その波及

効果を産業面などに最大限に生かしていく取組やとＩＬＣに関わる各種産業への展開

支援が必要です。 
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○ 基本目標 

  ＩＬＣは世界で一つだけ建設される世界最先端の研究施設であり、この地域に建設さ

れれば、本市の未来に大きな希望を与えるとともに、この地域は、世界遺産「平泉」とＩ

ＬＣという世界に誇れる二つの宝物を持つがある地域となります。 

  本市の未来を大きく変える可能性を持った夢のあるプロジェクトであるＩＬＣの早期

実現を目指すとともに、子どもたちが夢と希望と誇りを持って活躍できる地域や、50 年

先、100 年先までを見据えた持続可能な国際学術研究都市の形成を目指し、ＩＬＣを基軸

としたまちづくりを進めます。

○ 施策の展開 

ＩＬＣの早期実現に向けた取組 

① 政府がＩＬＣの実現に向け、国際プロジェクトを主導する立場として、各国との資

金の分担や研究参加に関する国際調整等の早期合意を確実に進め、早期実現に向け

取り組むよう、関係機関と連携して働きかけます。 

② ＩＬＣの建設に向け、研究者などが実施する地域の具体の的な調査に協力します。 

③ 研究者コミュニティ及び関係機関と密接に連携し、ＩＬＣ建設に必要な取組を進

めます。 

東北ＩＬＣ事業推進センター等の関係機関との連携 

① ＩＬＣ建設候補地周辺の環境整備及び研究施設建設等に関し、地域主導で取り

組むべき課題について、関係機関と連携して検討を進めます。 

② 研究者やその家族、地域住民が暮らしやすい社会の実現に向けた検討を進めま

す。 

③ ＩＬＣを中心にサスティナブル（持続可能）な地域の実現に向けた取組を、関

係機関と連携して進めます。 

市民の理解増進と市内外への情報発信 

① ＩＬＣに対する市民の関心事項について、専門家による解説セミナーや講演会

などを実施して市民の理解増進を図ります。 

② 市民に対し、市広報やホームページ等でＩＬＣ計画の動向や地域の取組につい

て、市広報やホームページなどでなどを情報発信します。 

③ 国内外の研究者など等に対し、美しい自然や伝統ある特有の文化など、本市北

上高地の魅力を情報発信します。 

人材育成、次世代教育                              

① 次世代を担う子どもたちが科学技術に対する興味や関心を持つよう、中学生最
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先端科学体験研修や中学校等でのＩＬＣ授業などを実施します。 

② 子どもたちが世界中から訪れる研究者など等に対して、子どもたちが地域の歴

史や文化をはじめとする本市の魅力を発信できるよう、地元学を学ぶ取組を進め

ます。 

③ ＩＬＣを核とした国際研究拠点に携わる様々な分野の人材育成のための取組

を進めます。 

国際色豊かで暮らしやすい生活環境の整備 

① 国内外の研究者やその家族が快適に生活できるよう、情報通信基盤や交通ネッ

トワーク環境の整備を進めます。 

② 世界中から訪れる研究者など等とその家族が安心して生活できるよう、教育や

医療、子育てをはじめとする情報の多言語化や公共施設等における多言語対応な

ど、国際化に対応した環境整備及び支援体制の整備を進めます。 

③ 次世代を担う子どもたちが、英語力や国際感覚を身に付ける取組を進めます。 

④ 国籍や民族、文化、言語、価値観などの違いをお互いに認め合い、支え合って

暮らせるよう、多文化共生のまちづくりを進めます。 

新しい産業・イノベーション拠点の形成 

① 加速器関連技術を用いたプロジェクトに企業が参入できる機会の創出に取り

組むとともに、産学官の交流、連携の機会の創出を図ります。 

② ＩＬＣの先端要素技術を活用したイノベーション創出を見据え、各種産業への

展開のための支援に取り組みます。 

③ ＩＬＣ建設に関わる土木、設備関連をはじめ、ＩＬＣの各種部品・装置製造や

制御技術などの先端技術を担う専門人材の育成の取組を進めます。に取り組みま

す。 
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【プロジェクト３】東日本大震災からの復旧復興 

○ 現状 

・ 本市は、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質に

よる汚染が発生し、甚大な被害を受けました。 

・ これに伴い、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、国から汚染状況重点調査地域

の指定を受け、震災からの復旧復興を最優先の課題として取り組んできました。 

・ 放射性物質による汚染問題については、「市民が日常から受ける追加被ばく線量を年

間 1 ミリシーベルト以下となること」を目標に掲げ取り組んだ生活空間の面的除染が

終了し、ホットスポット（一般住宅・事業所）の再測定調査が完了したため、除染実施

計画が終了しました。 

・ 農林業系廃棄物処理では、8,000Bq/㎏以下の牧草についての処理が終了し、原木しい

たけやタケノコの出荷制限が一部解除されるなどの明るい兆しもあります。 

○ 課題 

・ 汚染された側溝土砂の早期処理、学校施設への埋設により一時保管している汚染土壌

（除去土壌）の処理、牧草乾しいたけや稲わらなどの農林業系汚染廃棄物の処理、被害

農家等の経営再建、損害賠償の迅速化など、解決しなければならない多くの課題を抱え

ており、最優先の課題として取り組んでいく必要があります。 

・ 隣まちである陸前高田市、宮城県気仙沼市などの沿岸被災地では、一歩ずつ着実に復

旧復興が進められていますが、生活基盤の復旧はもとより、産業、保健、医療やコミュ

ニティなど、様々な面での一日も早い復興が望まれるところであり、できる限りの支援

を行っていく必要があります。 

○ 基本目標 

地域経済の再生と健康不安の解消を図り、一日も早く原子力発電所事故前の環境を取

り戻すとともに、被災者の生活再建支援と災害に強いまちづくりを進め、また、沿岸被災

地への後方支援や県境を越えた連携の強化により、内陸部と沿岸部が一体となった生活

圏、経済圏としての振興に結び付けるなど、市民生活が震災前にも増して活力あふれるも

のとなることを目指します。 

○ 施策の展開 

放射性物質による汚染問題への対策 

① 学校、保育施設所の給食及び給食食材の放射性物質の測定、測定結果の公開、放射

線測定器の貸し出しを継続し、健康不安の解消に努めます。

② 市民一人ひとりが安心して日々の暮らしを送ることができるよう、放射線等に関
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する正しい知識の普及に努めます。

③ 側溝土砂や学校施設に埋設している除去土壌の処理について、国に対して、具体的

な処理方針を示すよう強く申し入れていきます。

④ 農林業系汚染廃棄物の処理については、近隣自治体の動向を注視し、一関地区広域

行政組合と連携して国、岩手県と協議しながら取り組みんでいきます。

⑤ 市独自に農林産物の放射性物質の測定を実施し、食の安全安心を発信することに

より、風評被害の払拭に努めます。

⑥ 県内有数の原木しいたけ産地を守るの復活のため、関係者とともに生産意欲の向

上と産地再生に取り組みます。

⑦ 東京電力からの損害賠償については、岩手県や市長会と連携して早急な対応を求

めていきます。

被災者の生活再建支援と災害に強いまちづくり 

① 被災者の生活再建に関する相談体制を継続するとともに、市と関係団体が連携し

ながら話合いを進め、災害公営住宅に入居している被災者との地域住民との地域コ

ミュニティ形成を支援します。 

② 地震による住宅被害を軽減するため、耐震診断や耐震改修工事を促進します。 

③ 防災行政情報システムのほか、コミュニティＦＭ放送、いちのせきメール防災メー

ル等を活用し、災害情報の迅速かつ確実な伝達に努めます。 

④ 大規模災害に限らず、災害に迅速に対応するため、より一層の庁内連携体制の確立

とともに、関係機関や相互応援自治体との連携強化を図ります。 

⑤ 市民の防災意識の高揚を図るとともに、自主防災組織の結成の促進と訓練の充実、

防災リーダーの育成強化に取り組みます。 

⑥ 自分で行う災害に対する備えや災害発生時の基本行動など、必要な防災知識の普

及に努めます。 

近隣自治体との連携による復旧復興の推進 

① 陸前高田市及び宮城県気仙沼市は隣まちの「近所」であり、市域や県境を越えた古

くからの交流により築かれてきた、住民同士、行政同士、企業同士のお互いさまの関

係のもと、近い所が助ける「近助」の精神により、沿岸津波被災地の一日も早い復旧

復興に向けて後方支援を続けていきます。 

② 国道 343 号新笹ノ田トンネルなど、沿岸津波被災地の地域産業の再生と発展に寄

与する復興支援道路の整備促進及び早期事業化を働きかけていきます。 

③ 内陸部と沿岸部の一体的な振興を目指し、互いの地域資源の活用や多様な交流の

推進を図るとともに、交通ネットワークの充実強化をはじめ各分野における連携を

強化します。 
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第２部 分野別計画 

１．地域資源をみがき生かせる魅力あるまち

１－１ 農林水産業 

○ 現状 

・ 本市の農業は、自然条件と地域特性を生かし、水稲、畜産、園芸等が複合的に経営さ

れており、年間を通じて多彩な農産物が生産されています。

・ 農業生産の活動は、洪水や土砂崩れを防ぎ、美しい風景や生き物のすみかを守るとい

った広く国民全体に及ぶ効果や多面的機能があります。また、共同活動は、農村コミュ

ニティの維持に大きく貢献しています。

・ 本市の主要な農畜産物としては、米、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、小菊、り

んどう、りんご、しいたけ、肉用牛、生乳、鶏、豚、などがあり、各品目とも東北有数

の産地となっています。

・ 木材需要は増加傾向ですが、木材価格の低迷が続いています。収益性の向上が見通せ

ないため、森林所有者の経営意欲が減退し、放置される森林が増加しています。

・ 森林は、木材等の資源を生み出すとともに、水源のかん養や国土の保全、地球温暖化

防止など、多様な公益的機能を有しています。

○ 課題 

・ 農業経営については、農業従事者の減少と高齢化によりの中で、個別経営体は専業化

が見られる一方で、兼業農家数が大きく減少しています。

・ 集落営農の組織化が進んでいるものの、担い手が不足し、生産額の減少、農地の遊休

化が進んでいます。

・ 本市の農業の維持発展を図るためには、これからの農業を担う人材や組織を育ててい

く必要があり、そのためには所得の確保が重要です。所得の確保のため、生産技術や経

営管理能力の向上のほか、地域農業マスタープランの実践による担い手への農地の集

積、スマート農業の導入など生産の効率化が求められています。

・ ６次産業化や農商工連携による高付加価値商品の開発や販路の拡大など販売面での

支援も求められています。

・ 新規学卒者など若者に対する就農支援の充実や雇用機会の拡大を図るとともに、農業

後継者の円滑な農業経営の継承を推進する取組が必要です。

・ 水田農地の整備、農地のや集積については、基盤整備事業の導入や、農地中間管理事

業の活用によりを活用した集積が進んでいますが、平地は進んでいるもののに比べて、

中山間地域は取組が遅れています。
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・ 農村地域においては、高齢化、少子化による労働力の減少低下が懸念されています。

・ 地域と農業を守るためには、農業の生産基盤を整備し、集落営農の組織化を図り、低

コストで持続可能な営農形態を構築するとともに、地域の特性が生かされる農産物の

生産振興や高齢者、女性の労働力を生かす営農が必要です。

・ 地域と農業を守る活動については、担い手を中心として、地域の多様な人たちの参加

共同等によって支えられていますが、高齢化や人口減少により、活動の継続が難しくな

ってきています。

・ 多面的機能支払制度等に取り組むことにより、地域と農業を守るための活動を支援

し、農村地域の構造の変化に対応した地域資源の保全管理を推進していくことが必要

です。

・ 農村地域における生活様式の多様化や人口減少により、農村コミュニティの維持が懸

念されています。農村地域が有する豊かな自然環境や伝統文化など、農村資源の素晴ら

しさを再認識し、その活用を図っていくことが求められています。

・ 地域資源を活かした 6 次産業化や地域の特色を生かした教育旅行の受入・着地型観

光の取組を中心とした交流人口の拡大の取組を進めることが必要です。

・ 地域おこし協力隊員等の外部人材を受け入れて、地元住民が気づかない魅力の発掘や

営農活動の向上に対する波及効果も、これからの農村コミュニティの活性化には必要

です。

・ 農業は人々の命と健康を支える「食」に関わる産業として極めて重要であり、安全な

農産物を安定的に供給することが求められています。必要性からも、農業振興に力を注

ぎ、生産性の高い農業経営を確立していくことが必要です。

・ 担い手が不足している現状から、効率的な生産体制を構築することが必要であり、水

稲については、低コスト生産技術の確立と売れる米づくりの推進、野菜・花きについて

は、施設整備助成などによる専作農家の育成、肉用牛・酪農については、飼育頭数の維

持、増加への支援が必要です。

・ ニホンジカやイノシシなど、野生鳥獣による農作物への被害が増加傾向にあります。

農業経営の安定及び農家の営農意欲の減退による農地の荒廃を防ぐため、被害防止及

び捕獲の取組を、効率的かつ効果的に推進する必要があります。

・ 高齢化や後継者不足などによって林業従事者が減少し、適正な管理が行われず、荒廃

した森林の増加が問題となっています。一方で、昭和 30 年代に植林した針葉樹等が既

に成熟期を迎えており、これらの森林資源の積極的な利活用を推進しながら、「伐った

ら植える」森林サイクルの円滑な循環により、森林を更新させながら健全な森林の育成

を図る必要があります。

・ 本市は豊かな森林資源を有していますが、間伐などで生じた木材の多くは、現在の価

格では搬出して販売してもその搬出コストを賄えないことも多く、未利用材として山

林内に放置されています。
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・ 持続可能な地域づくりの意識の高まりを受けて、これまで利用されてこなかった未利

用材を地域のエネルギー資源として活用し、エネルギーの地域内での循環により、経済

効果や雇用創出による地域振興を図ることが求められています。

・ 森林を地域の資源として生かすとともに、森林が有する多様な機能が十分に発揮され

るよう、広く市民の理解と認識を深めながら、有効活用と環境保全に努めることが必要

です。

・ 水資源を育む水源となる奥山の森林保全とともに、市民の森林学習や意識啓発にもつ

ながる身近な里山の自然に親しむ環境づくりが必要です。

○ 施策の展開

 魅力ある農業と担い手づくり 

① 新規就農者の確保のために、研修事業や生活基盤、生産基盤の確保に向けた支援を

行います。

② 関係機関と連携し、新規就農者や認定農業者、集落営農組織等に対し、研修の機会

を設けながら経営能力や栽培管理技術の向上を支援し、農業所得の向上を図ります。 

③ 地域農業マスタープランの話合いの機会などを活用しながら、担い手への農地集

積を図ります。 

④ 本市の農林業の魅力を様々な機会を通じて本市の農林業の魅力を市内外にアピー

ルし、市内農家出身者はもちろんのこと、首都圏等からの移住や非農家出身者などの

雇用就農を含む新規就農者の確保を図ります。 

⑤ 次世代の担い手確保のため、児童、生徒から学生等に至るまで、農業体験など段階

的に農業の魅力を体感する機会や、農業の果たす役割・大切さを伝える機会の創出に

努めます。 

⑥ 女性が労働力を生かすための働きやすい環境整備を推進します。

 農業生産基盤の整備と担い手育成  

① 恵まれた自然環境を活かしながら、農業を支える生産基盤の整備と併せ、地域農業

を持続的に支える担い手の育成を図ります。 

② 農業の競争力強化や農村地域の国土強靱化を図るため、大区画化や水路のパイプ

ライン化、老朽化した農業水利施設の長寿命化を進めることにより、水路管理の省力

化、大型機械の導入による作業性の向上を図ります。 

③ ロボット技術や ICT、IoT、AI を活用した「スマート農業」の導入による農作業の

省力化や高品質生産等を推進します。 

 農業の有する多面的機能の発揮 

① 農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動を支援します。 
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② 水路の泥上げ、農道の維持、植栽など農村環境の整備、水路などの補修や修繕に対

し、地域の共同の取組を推進します。 

③ 有機農業や化学肥料・化学合成農薬の使用を低減する取組と併せたあわせた堆肥

の施用など、環境保全に効果の高い営農活動を支援します。 

 農村コミュニティの活性化  

① 農地保全への取組と併せ、農村地域の多様な資源を生かした取組を推進し、農村コ

ミュニティの活性化を図ります。 

② 多面的機能支払制度等に取り組み、人が集い相談や共同作業を行うとともにうこ

とにより、地域の特色を生かした教育旅行の受入・着地型観光の取組を中心とした交

流人口の拡大を図りながら、農村地域活動の持続と活性化を図ります。 

③ 農村地域の特色を生かした教育旅行の受入・着地型観光の取組を中心とした交流

人口の拡大を図ります。 

④ 外部人材を受け入れ、新たな魅力の発見や新しい風を吹き込んで農村コミュニテ

ィの活性化を図ります。 

 農林水産物の生産、販売支援 

① 食の安全・安心を基本としながら、農業者の知恵と工夫をもとに、地域の特色を生

かした農畜産物の生産振興を図ります。

② 産直活動や特産品の生産、販売など地産地消の取組を進めます。

③ 地域資源を活かした６次産業化や農商工連携事業に取り組む農業者や商工業者を

支援します。

④ 地産地消・地産外商を推進し、販路拡大に向けた生産者のビジネス展開につながる

支援などにより、地域の豊かなめぐみが育む一関ブランドの確立を目指します。

 鳥獣による農作物被害防止対策の推進 

① 農作物への鳥獣被害の軽減を図るため、鳥獣被害防止総合支援事業交付金を活用

した被害軽減施策を推進します。 

② 西磐猟友会や東磐猟友会と連携し、適期かつ効率的な有害鳥獣の捕獲活動に取り

組みます。

③ 有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟免許取得者の確保に努めます。

④ 市民が自ら農作物を守る意識を持ち、地域ぐるみによる鳥獣被害防止の取り組み

が講じられるよう啓発活動の強化に努めます。

 森林の適正管理と利活用 

① 林業の生産性向上を図るため、高性能林業機械の導入などによる林業経営体の育
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成や担い手の確保、森林施業に必要な林道等の適切な維持・管理に努めます。 

② 森林の持つ水源のかん養、生物多様性の保全等の公益的機能を発揮できる健全な

森林づくりを目指し、適切な間伐等の森林整備の実施とともに、荒廃した森林が増加

しないよう伐採後の再造林を推進し、森林資源の循環を図ります。 

③ 森林環境譲与税の活用、森林経営管理法による新たな森林管理システムの推進に

より、多様で健全な森林への誘導による森林の保全、木材利用の促進や普及啓発を図

ります。 

地域木材の資源エネルギーとしての活用

① 未利用材を、地域内の公共施設や民間施設で木質バイオマスとして有効活用する

取組を推進することにより、林業の振興やエネルギーの地産地消の推進に努めます。

② 市民の参画のもと、山林内から未利用材を搬出して燃料用チップや薪などに活用

する取組を推進し、新たな価値を創出することにより、持続可能な取組につなげてい

きます。

③ 薪ストーブの普及と地域内で生産される薪の安定的な取引の場の仕組みを作りを

構築し、地域に根差した木質バイオマスの利用を促進します。

 森林と市民との関わりの創出 

① 森林生態系保護地域など、生態系や自然環境の維持に資する優れた森林の保全を

推進し、子どもたちが自然を学び、市民が心身をリフレッシュする場の創出に努めま

す。

② きれいな水、潤いのある水辺、水資源を育む水源を守るため、地域住民やボランテ

ィア団体と協力しながら、森林の機能維持を目指します。

③ 里山をはじめとする身近な森林は、人と自然とのふれあいの場やレクリエーショ

ンの場として、その魅力と機能の維持増進を図り、活用と保全に努めます。

④ 地域住民や緑の少年団等を対象にした植樹活動の機会を通じて、木を植えること

の大切さと地域資源の循環に対する理解を深めます。

○ 主な指標 

 新規就農者数(人/年) 

 認定農業者新規認定者数（人/年） 

 農業法人数（件） 

 農用地の利用集積率（%） 

 水田整備率（%） 

 農業振興地域内の農用地（ha） 

 ニューツーリズム実践件数（人・組織戸/年） 
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 ニューツーリズム等による交流人口（人/年）

 振興作物（野菜）の作付面積（ha） 

 振興作物（花き）の作付面積（ha） 

 和牛子牛出荷頭数（頭/年） 

 ６次産業化事業化件数（件） 

 鳥獣による農作物被害面積（ha）

 間伐実施面積（ha） 

 再造林率（％） 

 燃料用木材生産量（BDt/年） 

 森林体験者数（人/年） 

 多面的機能支払制度に取り組む農地面積（ha） 

 多面的機能支払制度に取り組む組織数（ha）（件） 

○ 市民の参画

 魅力ある農業と担い手づくり 

※ 新規就農や退職後の農業経営・農作業への参画、農作物の栽培に挑戦しましょう。

※ 自分達の地域の将来の農業について話し合う、地域農業マスタープランの話合い

に参加しましょう。

 農業生産基盤の整備と担い手育成  

※ 集落営農の組織化の会議など集落の話し合いに参加しましょう。 

※ 女性のや高齢者の労働力を活かしすなど、６次産業化の活動を推進しましょう。 

 農業の有する多面的機能の発揮 

※ 地域内の農道、用排水路や宅地まわりを中心に、活動組織の構成員として参加し、

積極的に草刈りや泥上げに協力しましょう。

 農村コミュニティの活性化  

  ※ 農業・農村体験などを起点とした体験型イベントに参加しましょう。

 農林水産物の生産、販売支援 

※ 農業の 6 次産業化や農商工連携により新商品を開発し販路拡大に取り組みましょ

う。

※ 地元産農畜産物、地元産木材を活用し地産地消に取り組みましょう。

※ 地元産農畜産物を活用した料理の工夫と普及に取り組みましょう。

※ 農産物直売所などを利用し、農業者と消費者の交流が図られるイベントなどへ参

加しましょう。
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※ 短期間農作業を手伝うグリーンヘルパーなどにより、繁忙期の農業者を支援しま

しょう。ゆとりある農業経営と規模拡大などを支援するグリーンヘルパー制度を活

用しましょう。

 鳥獣による農作物被害対策の推進 

※ 農地周辺の笹やぶや繁みの除去・刈り払い等を行い、ニホンジカやイノシシが

生息・活動しにくい環境整備に取り組みましょう。 

※ 地域ぐるみで猟友会の捕獲活動を支援する有害鳥獣捕獲応援隊制度に協力し

ましょう。 

 森林の適正管理と利活用 

※ 伐採後は、木を植え、森林を更新しながら、「伐ったら植える」という森林資源

の継続的な循環を図りましょう。 

 地域木材の資源エネルギーとしての活用  

 ※ 山林内に残されたままとなっている間伐材などの未利用材を、バイオマスエネル

ギー資源として活用していきましょう。

※ 薪ストーブなどの木質バイオマスを利用する暖房器具の良さを見直しましょう。

 森林と市民との関わりの創出 

※ 森林や身近な里山に親しむため、森の恵みを再発見する体験型イベントに参加し

ましょう。 

※ 緑化推進活動や、緑の募金に協力しましょう。
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１－２ 工業

○ 現状 

・ 本市の製造業の特徴は、情報通信機械器具、電子部品、デバイス・電子回路、食料品

製造業を中心に、電気機械器具、パルプ・紙・紙加工品、はん用機械器具製造業など幅

広い業種の企業が操業しており、現在、市内で操業している製造業に分類される企業は

250 事業所（令和元年工業統計）となっています。

・ 経済のグローバル化の進展、ものづくり産業の空洞化、環境問題への対策や人口減

少・少子高齢化の到来など、社会経済の環境が急速に変化する中で、本市の工業の課題

も大きく変化してきています。

○ 課題 

・ 本市は、盛岡市と仙台市の中間に位置し、東北のほぼ中央、さらに沿岸部と内陸部を

つなぐ結節点にあり、県境や市町村境にとらわれることのない中東北の拠点都市とし

て岩手県南から宮城県北の経済や文化及び教育の中心となっているとともに、北上川

流域の製造業が集積したエリアに位置しており、この優位性を生かした工業振興施策

の展開が求められています。

・ 市内企業の大部分を占めている中小企業では、ものづくりを支える人材の確保・育成

が継続した課題であり、さらには、今まで以上に高い技術、品質と生産性の向上が必要

とされています。また、活力ある産業の振興を図るためには、新産業・新事業の創出、

育成に向けて積極的に取り組んでいくことが重要です。

・ （公財）岩手県南技術研究センターや（独）国立高等専門学校機構一関工業高等専門

学校を活用した産学官金の連携及び支援体制の充実による人材育成、地域企業の技術

力・経営力の強化が必要であり、本市工業の裾野をより広げるため、地域内企業の連携

と活動の一層の促進を図るための様々な形での支援が求められています。

・ ものづくり産業を支え、地域の活性化を図るためには、中小企業の持続的発展が不可

欠となっています。新たな市場や事業開発につながる経営資源の相互活用や補完、製品

開発力・技術開発力の向上などの効果が期待できる企業間連携が求められています。

・ 地域内発型の産業を興すためには、継続的、総合的な支援が求められていることから、

関係機関の連携強化と、内発型産業を促進するための支援体制の構築が課題となって

います。

・ 企業においては、人手不足や生産効率の向上、販路拡大などの様々な経営課題に対応

するため、IoT をはじめとする新しいＩＴ技術の導入、活用により、経営力の強化・生

産性の向上に積極的に取り組むことが課題となっています。

・ 「中東北の拠点都市」として、恵まれた立地状況と優遇制度の優位性を最大限に活用

し、企業誘致活動を進めるほか、空き工場や産業用地の情報提供や岩手県との連携によ
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る企業立地の支援など、企業ニーズに柔軟に対応した施策展開により競争力のある産

業育成が重要となっています。

・ 本市を中心とした北上高地が国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の国内建設候補地とさ

れていることから、岩手県を始め関係機関と連携を密にし、情報収集する必要がありま

す。

・ 国際リニアコライダー誘致によって、新たな産業の創出や関連産業の集積が見込まれ

ることから、誘致の動向を見極めながら、工業団地や貸し工場など、企業の立地環境の

整備を計画的に行っていくことが必要です。

○ 施策の展開 

 工業の振興 

① 工業振興計画を策定し、本市における工業の目指すべき方向性や施策を明らかに

するとともに、社会動向に即応した施策・事業の展開を図ります。

② 高品質・高付加価値なものづくりのため、産業支援機関などと連携し、技術・技能

講習や品質管理検定資格取得支援講座の開催による品質管理・分析技術などの技術・

技能習得を支援するとともに、技術員による技術相談、分析や分析結果への対応等の

サポート体制を強化します。

③ 企業の技術力、経営力を強化するため、技術開発・共同研究・高品質化への取組や、

新事業活動による経営革新・取引拡大などを支援します。

④ 新たな取引市場の開拓を支援するため、産業支援機関と連携を図り、各種最新情報

の提供に努めます。

 ものづくり人材の確保と育成  

① 関係機関と連携を図りながら就職ガイダンスや企業説明会、企業見学バスツアー、

企業情報交換会を実施するなど、学生、社会人等と企業の交流や情報交換の機会の充

実を図ります。

② 技術、技能習得を目指した研修の充実を図り、高品質で付加価値の高いものづくり

を支援するとともに、高専（独）国立高等専門学校機構一関工業高等専門学校、理工

系高等教育機関や産業支援機関などと連携を図りながら、企業ニーズの高い品質管

理や加工技術などの研修を実施し、地域企業の人材育成に取り組みます。

③ 新入社員等の若手社員のスキルの向上を図るとともに、時代を担うリーダーを育

成するための研修を行います。

④ 企業情報交換会や市広報などを通じて、地域企業の製品や技術力などの魅力を広

く情報発信し、販路拡大や市場の開拓を図るとともに、地域住民への理解を深めるよ

う PR に努めます。
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 地域内発型産業の振興 

① 産学官金の連携を図り、企業間連携や共同研究への取組などによる新製品、新技術

の開発及び事業化を支援します。

② 両磐インダストリアルプラザなど工業関係団体と連携し、地域の企業間の交流を

活発にしながら、新たな事業展開や起業に向けた取組を支援します。

③ 他地域における企業間連携や農商工連携・6 次産業化などの先進事例、成功事例の

普及啓発を行い、内発型産業の機運の醸成を図ります。

④ IoT に関する普及啓発や、地域経済分析システム（RESAS）の活用、企業間ネッ

トワーク構築を促進するため、各種セミナーを開催します。

⑤ Society5.0 の実現に向けた技術革新に対応し成長するため、活用ニーズの情報収

集・発信を行います。

 企業誘致の推進 

① 企業が立地しやすい環境整備と企業誘致活動を積極的に展開します。

② 企業ニーズを的確に捉えた立地環境の整備を進めるとともに、企業立地に対する

県等の助成制度の活用を図りながら、企業誘致に積極的に取り組みます。

③ 企業の立地動向を的確に把握し、企業ニーズに合った工業団地の整備を検討しま

す。

④ 自動車関連産業、半導体関連産業の集積の流れや国際リニアコライダー（ILC）誘

致の動向などを注視するとともに、ICT・IoT といった情報関連産業や企業の研究開

発部門など、将来を見通した誘致活動を展開します。

⑤ テレワークの普及により地方への事業展開やサテライトオフィスの設置など、新

たな企業ニーズに対応できるように産業用地の整備を進めます。

○ 主な指標  

 （公財）岩手県南技術研究センター試験分析件数（件/年）

 製造業の製造品出荷額（億円/年） 

 市が行う人材育成事業の受講者数（人）

 新製品・新技術開発の件数（件/年）

 誘致企業数（社）

○ 市民の参画 

 工業の振興 

 ※ 工業をはじめとする地元産業への理解を深めるため、工場見学や市内企業が出展

する展示会などに参加しましょう。 
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 ものづくり人材の確保と育成  

※ 技術や技能を取得するため、検定受験を支援するとともに、産業支援機関などが行

う各種講座に参加し、高品質で付加価値の高いものづくり産業の圏域をつくりまし

ょう。 

 地域内発型産業の振興 

※ （公財）岩手県南技術研究センターや（独）国立高等専門学校機構一関工業高等専

門学校などの学術研究機関を活用し、新製品や新技術の開発に挑戦しましょう。 

※ 産学官金による情報交換や企業の取組等を知ることができる産学官イブニング研

究交流会へ参加し、企業間の連携強化に取り組みましょう。 

 企業誘致の推進 

※ 企業や市が行う情報発信を通じ、市内に立地した企業や産業支援機関等の活動に

ついて理解を深めましょう。 

※ 空き工場や産業用地として活用が見込める遊休地などの情報を発信しましょう。
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１－３ 商業、サービス業

○ 現状 

・ 本市の商業の状況をみると、商店数、従業員数、年間販売額ともに減少傾向が続いて

います。

・ 郊外型の大型店等の出店やインターネット通販により、各地域に形成された既存の商

店街や地域に密着して立地する中小の商店の経営は厳しい状況に置かれています。

○ 課題 

・ 市内企業の大部分を占める中小企業においては、市場開拓力、資金調達力などの確立

のほか、情報受発信力や地域内企業ネットワークの形成、経営を担う人材の育成が必要

です。

・ 高齢者など、商店まで買物に行くことに対し不便を感じる市民が増えていることや、

高齢者に限らず市民の消費行動に変容がみられることから、自宅で買物などができる

仕組みが求められています。

・ 商店街を再生し賑わいを創出していくためには、商店街の各店が個性を発揮し、郊外

店舗との差別化を図ることを基本に、魅力ある商品、個店ならではのサービスの提供、

担い手の育成など、地域コミュニティに根差した商店街づくりが必要です。

・ 中小の商店の経営者が高齢化し、後継者不足がも課題です。

・ 一関地域市街地活性化施設「なのはなプラザ」は、平成 25 年４月１日のオープン以

来順調に利用され、毎年およそ 40 万人の入館者がありますが、今以上の周辺商店街へ

の経済的な波及効果が求められています。

・ 消費者ニーズの多様化から高度な情報収集能力が必要となっています。

・ 各地域の特色を生かした特産品は、販売だけではなく愛好者の地域への集客にもつな

がり新たな、商業展開も見込まれることから、今後も継続的な支援を行うことが必要で

す。

・ 商店街の振興をはじめとする地域経済の活性化には、女性や若者などを中心とした起

業や事業承継が大きな役割を果たすことから、起業しやすい環境づくりが求められて

います。

○ 施策の展開 

 商業、サービス業の振興 

① 中小企業に対し事業資金の低利融資、利子補給等を行い、経営を安定させ、市内中

小企業の振興を図ります。 

② 商工会議所等の関係団体への活動を支援し、個々の中小企業への巡回指導、窓口指

導の充実を図るとともに、これら関係団体と連携し、定期的に創業希望者や中小企業
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における様々な課題を解決するための相談窓口等を開設し、市場開拓や情報受発信

力の向上などの専門的な分野についても支援を行い、起業創業支援や中小企業の経

営合理化、効率化を促進します。 

③ 利用者の自宅まで、食品や日用品の宅配を行ったり、床屋などの役務を提供したり

する事業者の情報を取りまとめ、市民に周知を行い、買物の利便性の向上を図るとと

もに、商業、サービス事業者の新たな顧客づくりを支援します。 

 商店街の活性化 

① 商店街組合等が主体的に行う事業を支援し、商店街としての結束力を高めながら、

集客につながるイベント開催などを展開し、商店街の賑わい創出と地域コミュニテ

ィの形成を図ります。

② 空き店舗の活用を促進し、商店街への新規参入を誘導するため、空き店舗への入居

支援を行います。

③ 商工会議所等関係団体の事業承継事業を支援し、空き店舗を増やさない取組を行

います。

④ なのはなプラザの活用を促進し、中心市街地の活性化を図るとともに、商店街の賑

わいを創出します。

 活力ある商業の振興 

① 消費者ニーズに対応した品揃えやサービスの提供のため、商工会議所等と連携し、

セミナーの開催、経営指導や従業員研修、情報交換等を支援し、個店の魅力づくりを

促進します。

② 特産品が育まれた風土や製法等へのこだわりも含めたＰＲを図るため、見学体験

を織り交ぜた特産品販売の取組を支援するとともに、新たな特産品開発を促進しま

す。

③ 女性や若者などが、起業しやすい環境づくりを支援します。

○ 主な指標  

 市等制度資金利用件数（件）

 商店街空き店舗入居件数（件／年）

 市補助金を活用したまちなかイベントの来場者数（人）

 市の施策による起業者数（人）

○ 市民の参画 

 商業、サービス業の振興 

  ※ 市内企業の製品や品揃え等について理解を深め地元での消費に協力しましょう。

※ 市内の事業者を利用し商業やサービス活動を活発にしましょう。
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 商店街の活性化 

 ※ 商店街のイベントに参加するなど、地域の魅力にふれながら商店街の活性化を応

援しましょう。 

※ 市内の商店街を利用し、まちなかの賑わいをつくり出すとともに地域の結びつき

を高めましょう。 

 活力ある商業の振興 

※ 本市の特産品の素晴らしさを再発見し、贈答品などに利用して、特産品の魅力を市

内外に伝え「いちのせき」を売り出しましょう。 

※ 起業者の活動に対し理解を深め、地域づくりや賑わいづくりを一緒に進める一員

として起業者を応援しましょう。 
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１－４ 雇用

○ 現状 

・ 雇用情勢は、多くの業種で人手不足が深刻化しており、特にも建設関連産業、医療、

福祉関連産業を中心に、人材が充足していない状況が続いています。

・ 新規高卒就職希望者は 100％の就職率となっているものの、地元就職率は 50％を下

回って推移しています。

・ 早期に離職する若者も多い状況です。

・ 多くの業種において人材不足が継続しており、ものづくりの技術者、後継者において

も減少しています。

・ 求職者等を対象とした短期訓練では、早期就職をめざし、スキルアップに取り組むた

め、事務系や介護系の訓練を実施しています。

○ 課題 

・ 人材確保と地元定着を進めるため、多様で柔軟な働き方ができる雇用・労働環境の整

備を促進し、あらゆる働く意欲のある人の就業促進や地元定着を支援する必要があり

ます。

・ 国、岩手県の関係機関と連携し、働き方改革運動を推進し、就労条件や働きやすい環

境の整備など、勤労者福祉の充実を図る必要があります。

・ 職業訓練施設での長期在職者訓練の受講者数も減少傾向にあり、ものづくり人材の育

成と確保、さらには、ものづくりの技術、技能の伝承が課題となっています。

○ 施策の展開 

 働きやすい職場環境の整備と就職支援

① 求職相談・職業紹介や求職者訓練、中東北就職ガイダンス・面接会の開催等を通じ

て、求職者の早期就業とＵＩＪターン就職希望者の支援に取り組みます。

② 関係機関と連携し、キャリア教育の支援等に取り組みます。

③ セミナーをの開催を通じてし、就業定着と人材育成を支援するとともに、関係機関

と連携して働き方改革を推進し、就労条件や働きやすい環境の整備など、働き方改革

を推進し、勤労者福祉の充実を支援します。

④ ワーク・ライフ・バランスの推進に係る国の支援制度を紹介し、働きやすい職場環

境の整備に取り組む企業が増えるように情報発信します。

⑤ 国や岩手県の子育て支援に関する認定制度の登録を勧め、子育てしやすい職場環

境の推進につなげます。

 能力開発と人材育成 
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① 関係機関との連携により、企業ニーズにあった職業訓練事業等を実施し、在職者及

び求職者の知識や技術習得を支援するとともに、職業能力開発の促進に努めます。

② ものづくりに関する技術、技能の伝承を支援し、ものづくり産業の振興に努めます。

③ 各種研修会等を実施し企業の人材育成を支援します。

○ 主な指標 

 新規高卒者の管内就職率（％）

 職業訓練施設における訓練受講者数（人/年）

○ 市民の参画 

 働きやすい職場環境の整備と就職支援 

※ 地元で働くことについて家庭や学校でも理解を深め、若者の地元就職や就業定着

を応援しましょう。 

※ 働き方改革を推進し、働きやすい職場づくりへの理解を深めましょう。 

 能力開発と人材育成 

※ 市内企業が出展する展示会を見学し、ものづくり技術や技能の伝承への理解を深

めましょう。 

※ 職業訓練や研修に参加し、学んだ専門的な知識や技術を活かしていきましょう。
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１－５ 観光

○ 現状 

・ 本市の観光入込客数は、各観光地の合計で 221 万人回(令和元年度)に達しています。

・ 主な観光資源は、栗駒国定公園、厳美渓、猊鼻渓、夫婦石、室根山、一関温泉郷、み

ちのくあじさい園、花と泉の公園、館ヶ森高原エリアなどです。主なイベントとしては、

歴史ある室根神社特別大祭、一関市・大東大原水かけ祭り、かわさき夏まつり花火大会、

藤沢野焼祭、近年では、全国もちフェスティバル、全国地ビールフェスティバル、一関・

平泉バルーンフェスティバル、せんまやひなまつりせんまや夜市、唐梅館絵巻などが代

表的です。 

・ 本市には、それぞれの地域に特色ある景勝地や行楽地、温泉等の観光地が数多くある

とともに、四季を通じて、多彩な祭りやイベントが開催され、国内外から観光客が訪れ

ています。 

・ 観光地や祭り、四季を通じたイベント等は、本市を全国に情報発信する上で重要な資

源であり、地域活性化を図る上で欠かすことのできない重要な要素の一つです。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、観光入込客数は例年と比較して著しく減少

しています。 

・ 中高生の修学旅行を含めた学習旅行などの体験型観光の需要は高まってきています。 

・ ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食：日本人の伝統的な食文化」の伝統食の例

示として一関のもちが紹介されており、「もちの聖地いちのせき」の情報発信の充実に

努めています。 

・ 岩手県、関係市町と連携し、世界遺産関連資産である骨寺村荘園遺跡のＰＲ活動等を

行っていますが、観光客の増加には至っていません。 

○ 課題 

・ 観光による交流人口や関係人口の増加を図ることは、新たな産業の創出にもつながる

ものと期待されます。 

・ より多くの観光客に来訪してもらうためには、本市全体のブランド価値を高めること

が必要ですが、観光資源の発掘と活用、観光拠点の整備、イベント等の開催とともに、

近隣市町村と連携した誘客の推進が重要です。 

・ 岩手県南、宮城県北の多くの観光地や観光資源をつなぐ観光ルートの開発や特産品、

温泉、もち食などの本市の特性を生かした魅力ある新たな観光施策の展開を図ってい

くことも大切です。 

・ 一関・平泉バルーンフェスティバルを開催するほか、本市のオリジナル熱気球「黄金

の國一関・平泉号」による係留体験搭乗会を市内外で開催するなど、熱気球を活用した

観光客の誘客に取り組んでおり、さらなる誘客の促進が求められています。 
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・ 新型コロナウイルス感染症の収束後の早急な回復を図れるよう、戦略的な誘客への取

組を検討する必要があります。 

・ 岩手・宮城内陸地震、東日本大震災や近年全国各地で相次いで発生している自然災害

に備えていくためにも、防災教育が注目されており、沿岸被災地等との連携を図ってい

く必要があります。 

・ 観光客の受け入れには、道路や駐車場、案内標識等の交通基盤整備を進めるとともに、

観光関係団体との連携強化、観光ボランティアの育成等の受入態勢の整備など「おもて

なし」を充実することが求められています。 

・ 新型コロナウイルス感染症の収束後に向け、たインバウンド誘客回復への取組を着実

に推進する必要があります。 

・ マスクの着用や手洗いの徹底、ソーシャルディスタンスの確保といった、新しい生活

様式に対応した受け入れ態勢については、事業者と連携して整備する必要があります。 

・ ガイダンス施設である骨寺村荘園交流館（若神子亭）を核とした事業の展開や情報発

信等を継続して行い、骨寺村荘園遺跡の価値や魅力について広くＰＲする必要があり

ます。 

○ 施策の展開 

 観光資源の発掘及び活用

① 観光振興計画を策定し、本市の観光施策の具体的な方向を示すとともに、その推進

に努めます。

② ふるさと名物応援宣言をしたもち食文化、日本酒・地ビール類、秀衡塗、熱気球の

普及や支援に努めるとともに、観光資源の掘り起こしや磨き上げをし、自然景観や温

泉、郷土食や伝統芸能、地域の祭りなど特色ある観光資源と結び付け、ＰＲに努めま

す。

③ 岩手県南及び宮城県北の広域圏をはじめ、栗駒山麓周辺市村や交流都市等との観

光ネットワークを形成し、平泉町など周辺市町村と一体となった滞在型観光振興を

図ります。また、滞在型観光の拠点として、美しい景観と温泉情緒が味わえる一関温

泉郷のＰＲに努めます。

④ 「一関の物産と観光展」などを通じて、特産品や魅力ある歴史や風土、優れた景観

など、一関ブランドの発信に努めます。

⑤ 一般社団法人一関市観光協会の観光案内所を本市の観光情報サービスの総合窓口

として位置付けるとともに、観光案内機能の充実により観光客の視点に立ったサー

ビス提供に努めます。

⑥ 観光振興を公民一体で進める一般社団法人世界遺産平泉・一関ＤＭＯを観光地域

づくりの舵取り役として、観光関連事業者等の連携による地域全体の戦略的な観光

地域づくりの推進に努めます。
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⑦ 一関三大フェスティバル（全国もちフェスティバル、全国地ビールフェスティバル、

一関・平泉バルーンフェスティバル）の充実と周知を図り、観光客の誘致を推進しま

す。

⑧ 情報通信技術を活用した観光情報の発信や観光案内機能の充実に努めます。

⑨ アウトドア資源を生かした地域活性化の推進に努めます。

 体験型観光の振興 

① いちのせきニューツーリズム協議会と連携した農家民泊や農業体験、さらには特

産品や伝統的工芸品などを制作する体験学習など、ここでしか得られない価値を創

出する様々な体験型観光の充実と世界遺産「平泉」や祭畤の災害遺構の見学による震

災教訓の伝承、沿岸被災地の防災教育と連携した教育旅行の誘致を推進します。

② ユネスコ無形文化遺産「和食」の中で伝統食文化として紹介された一関地方のもち

食文化のブランド化を図り、市内外への情報発信をするとともに、もちによる体験型

観光の構築を図ります。

 受け入れ態勢の整備 

① 市民一人ひとりが「おもてなし」の心を持つよう意識の醸成を図るとともに、市民

主体の観光ボランティア活動を支援し、観光客の受入態勢の充実に努めます。また、

新たな観光ボランティアの養成・確保を図ります。

② わかりやすい観光案内板の設置や多言語化による情報発信、観光施設の充実を図

ることにより、訪れる人、訪れたい人の視点に立った観光客の誘客に努めます。

③ 観光客の円滑な移動手段の確保のため、公共交通機関との連携を図ります。

④ インバウンド誘客の回復のため、魅力あるモデルコースの充実と Wi-Fi 環境の整

備の促進を図り、外国人観光客の利便性を高め、受入態勢や環境整備に努めます。

 骨寺村荘園遺跡の活用 

① 岩手県世界遺産保存活用推進協議会等と連携し、骨寺村荘園遺跡を活用した観光

客の誘致を推進します。

② 市民に骨寺村荘園遺跡の価値や魅力を伝えるため、ガイダンス施設である骨寺村

荘園交流館（若神子亭）を核とした事業の展開や情報発信等を行います。

○ 主な指標 

 観光入込客数（万人回／年）

 宿泊者数（万人回／年）

 一関温泉郷入込客数（万人回／年）

 教育旅行入込客数（人回／年）
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 観光ボランティア登録者数（人）

 外国人観光入込客数（人回／年）

 骨寺村荘園交流施設利用者数（人／年）

○ 市民の参画 

 観光資源の発掘及び活用 

※ 住む場所や観光地周辺の清掃活動に取り組みましょう。 

※ 各種イベントへ参加しましょう。 

※ 郷土料理や伝統芸能の継承に努めましょう。 

※ 地域の観光資源への理解を深め、ふるさとの情報発信に努めましょう。

 体験型観光の振興 

※ 体験型観光やプログラムの企画立案に協力しましょう。 

 受け入れ態勢の整備 

※ 観光ボランティア活動に参画しましょう。 

 骨寺村荘園遺跡の活用 

※ 骨寺村荘園交流施設等で行われるイベントに参加しましょう。

※ 骨寺村荘園遺跡への理解を深めましょう。
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２．みんなが交流して地域が賑わう活力あるまち

２－１ 都市間交流、国際交流 

○ 現状 

・ 本市の姉妹都市は、福島県三春町、和歌山県田辺市、オーストラリア連邦セントラル

ハイランズ市、友好都市は埼玉県吉川市、宮城県気仙沼市となっています。各自治体と

は市民交流を継続的に行っています。

・ 芭蕉や忠臣蔵、千葉氏など歴史的な繋がりのある全国の自治体間で、各種サミットを

構成し、交流事業や観光事業などに取り組んでいます。

○ 課題 

・ 各地域、各地区で行ってきた交流事業を全市的に広げるとともに、双方の経済交流に

結びつくような取組を展開していく必要があります。

・ 本市の令和２年３月末現在の外国人の人口（外国人登録者数）は、898 人となってお

り、国籍別では、フィリピン、ベトナム、中国、韓国が多くを占めています。学校教育、

市民生活、災害時の対応等において、文化や言語の違いでコミュニケーションがうまく

いかないなどの課題があり、地域の国際化、多文化共生の推進が必要です。

・ 一関市国際交流協会が行うホームステイ事業や日本語教室、や料理教室などが市民と

外国人との交流の場の一つとなっています。国籍に関わらず同じ地域に暮らす市民と

して良好な人間関係を築くことが大切であり、一関市国際交流協会の活動支援を通じ、

国際理解の啓発に努めることが必要です。

・ 国際リニアコライダー（ＩＬＣ）誘致実現後における外国人研究者などとその家族の

受け入れ、生活支援等の体制を整備していくことが必要です。

○ 施策の展開 

 多様な交流活動の推進 

① 姉妹都市、友好都市とは、これまでの交流の経過を大切にし、さらなる市民交流の

促進を図るとともに、相互の産業振興につながる事業に取り組みます。

② 歴史的な繋がりのある全国の自治体と連携した交流事業や観光事業などを行い、

一関市の魅力発信と賑わいの創出に取り組みます。

③ 市民を主体とする多様な国際交流、多文化共生事業を展開することにより、市民の

国際化意識の醸成と国際理解を深め、多文化共生社会の形成を図ります。

④ 市民と外国人が共に安心して暮らせる環境の整備に努めていくため、一関市国際

交流協会の外国人相談窓口や通訳補助などの業務を支援します。

④ 国際ボランティア活動への支援、協力について、市民の自主的な取組を促進します。
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⑤ 小中学校における総合的な学習や特別活動の時間を活用するとともに、社会教育

事業を通じて子どもたちの国際理解を深めます。

 外国人に優しいまちづくり 

① 一関市国際交流協会の運営を支援し、連携を図りながら、外国人向けの相談窓口の

開設、通訳補助、様々な国籍を持った市民市民と在住外国人との交流の場の提供など

を通じ、在住外国人の声やニーズを汲み上げ、まちづくりに反映できるよう努めます。

② 在住外国人向けの日本語教室の開催、案内板の外国語表記や、やさしい日本語での

情報提供を図るなど、在住外国人にとって、訪れやすく、また、安全安心な生活がで

きる環境の整備に努めます。

○ 主な指標 

 国内他自治体との交流事業の件数（件）

 一関市国際交流協会への相談件数（外国人含む）（件）

 一関市国際交流協会主催の日本語教室の受講者数（人）

多文化共生事業への参加者数（人）

○ 市民の参画 

 多様な交流活動の推進 

※ 他自治体との交流事業に積極的に参加しましょう。

※ 交流事業で本市を訪れるセントラルハイランズ市や他自治体の学生のホームステ

イの受け入れに協力しましょう。

 外国人に優しいまちづくり 

※ 様々な国の文化や風習に関心を持ち、国際理解を深めましょう。 

※ 多文化共生事業に参加しましょう。



【資料№32】

令和２年 10 月 23 日（金）

第４回一関市総合計画審議会

36 

２－２ 道路

○ 現状 

・ 本市は、1,256.42  と県下第２位の面積を有しており、高速道路をはじめ、国道（７

路線）、主要地方道（９路線）、一般県道（30 路線）などにより骨格的な道路ネットワ

ークが形成されています。

○ 課題 

・ 国道４号は、朝夕の交通渋滞が慢性化しており、４車線化による整備が課題となって

いるほか、国道４号を補完する、渋滞緩和及び災害時の避難・支援ルートの確保を図る

新たな南北の幹線道路の整備も課題となっています。

・ 近年、全国的に風水害等が多発しており、災害時の迅速な救援活動や救急活動のため

には、東西に広がる市域を横断し、沿岸部と内陸部を結ぶ国道 284 号や 343 号、さら

に、本市から宮城県へ通じる国道 342 号、456 号、457 号の急カーブ・急勾配の解消や

狭隘部の改良など、安定した車両の通行が確保できる道路の早期整備が課題となって

います。

・ 道路整備は、市民の安全確保と利便性向上を図るとともに、災害時の輸送等を支える

上からも、各地域において一体的な整備、改良を推進する必要があり、地域間を結ぶ広

域的な幹線道路や地域に密着した市民生活にとって関わりの深い生活道路の整備が必

要となっています。

・ 歩行者の安全確保のための歩行空間の整備、防護柵、カーブミラー、交通標識等の設

置などの交通安全施設の整備、さらに、ユニバーサルデザインに配慮した歩道のバリア

フリー化や街並みの整備、保存などにも努めていく必要があります。

・ 良好な道路環境を維持管理していくためには、老朽化した道路施設の長寿命化や適正

な維持管理により市民の安全安心と快適な道路環境の維持を図るとともに、地域住民

の協力を得ながら協働での取組を進めることが必要です。

○ 施策の展開 

 広域ネットワークの充実 

① 東北縦貫自動車道、三陸縦貫自動車道、東北横断自動車道、みやぎ県北高速幹線道

路とのアクセス向上を図ります。

② 国道４号は、高梨交差点から一関大橋北交差点までの交通事故対策事業の早期完

了、高梨交差点以南並びに大槻交差点以北平泉バイパス境までの渋滞解消を図る早

期４車線拡幅整備などを関係機関に働きかけます。

③ 国道 284 号は、石法華地区の早期完成などを関係機関に働きかけます。

④ 国道 342 号は、白崖地区の早期完成、花泉バイパスから宮城県境までの早期整備、
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大槻交差点から一関東工業団地を経て、金沢地区までのルート変更などを関係機関

に働きかけます。

⑤ 国道 343 号は、新笹ノ田トンネルの早期事業化、渋民地区の早期完成などを関係

機関に働きかけます。

⑥ 国道 456 号は、大東・千厩・藤沢地域における改良整備などを関係機関に働きか

けます。

⑦ 国道457号は、一関市萩荘地区における道路改築などを関係機関に働きかけます。

⑧ 県道は、主要地方道一関北上線（山目駅前釣山線の事業完了区間以北の早期事業

化）、一関大東線（東山町柴宿から大東町摺沢までの抜本的な改良整備等）、花泉藤沢

線、弥栄金成線、本吉室根線などの整備促進、一般県道の整備促進並びに国道４号を

補完する西側ルートの整備などを関係機関に働きかけます。

⑨ 一関市・気仙沼市間の地域高規格道路の早期実現を関係機関に働きかけます。

 市内ネットワークの拡充 

① 市道や都市計画道路は、市民生活の利便性の維持、向上と安全で円滑な交通を確保

し、災害時においても地域拠点と集落の輸送等を支えるため、地域の実情を踏まえつ

つ、効率的、効果的な整備を図ります。

② 市内の地域間を結ぶ広域的な幹線道路やＪＲの各駅、東北縦貫自動車道インター

チェンジ、病院、消防署、公共施設、工業団地などの拠点を結ぶ主要な道路は、交通

量や緊急度、道路網としての位置付け等を総合的に検討し整備に努めます。

③ 地域に密着した生活道路は、交通量、道路幅員、危険箇所の解消等の緊急度などを

総合的に検討して、地域ごとに整備計画を作成し、計画的な整備に努めます。

 安全安心で快適な道路環境づくり 

① 歩行者や自転車、視覚障がい者や車いす利用者の安全を確保するため、歩道や歩行

者通行帯の整備、段差解消、勾配緩和等を進めるとともに、通学路や未就学児が日常

的に集団で移動する経路等の安全対策の充実に努めます。

② 橋梁、トンネル、道路附属物等の点検、診断を定期的に行い、計画的な修繕、更新

によりる道路施設の長寿命化を図るとともに、地域住民等との協働により、道路環境

の適正な維持管理や交通の安全確保にを地域住民等との協働により努めます。

③ 誰もが見やすくわかりやすい交通案内標識の設置など、利用しやすい交通環境の

整備に努めます。

④ 冬季期間の交通機能を確保するため、適切な除雪に努めます。

○ 主な指標 

 市道改良率（％）
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 市道舗装率（％）

 健全性診断で「早期措置段階」と判定された橋梁数（橋）

○ 市民の参画 

 広域ネットワークの充実 

※ 広域的な幹線道路の整備促進を要請する活動に協力しましょう。 

 市内ネットワークの拡充 

※ 道路整備に当たっては、地域内の合意形成づくりや、用地・工事などの事業実施に

協力しましょう。 

 安全安心で快適な道路環境づくり 

※ 冬期の安全な交通を確保するため、道路の除雪に協力しましょう。 

※ 道路清掃や草刈りなどを行い、道路環境の整備を図りましょう。
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２－３ 公共交通

○ 現状 

・ 公共交通は、自動車を利用できない市民の日常生活や、本市を訪れる観光客などにと

って欠かすことのできない社会基盤となっています。

・ 利用者の減少や、運行事業者における運転手不足により、民間路線バスの廃止や減便

が生じています。また、同様に、市営バスも利用者が減少傾向にあり、行政の財政負担

が増加しています。

・ 高齢化社会の進展により、高齢者からは、バス停までの移動が困難で、バスが利用で

きないとの意見が寄せられています。また、高齢者による自動車事故が社会問題化して

います。

○ 課題 

・ 地域特性や利用者ニーズに合わせて運行内容や利用環境を見直し、地域住民の移動の

役に立つ公共交通に再編していく必要があります。

・ まちなかの賑わいを創出し、市民や来訪者の利便性と回遊性を向上させるため、一ノ

関駅周辺と公共施設や病院、商店街などを結ぶバス路線を整備する必要があります。

・ 経済、観光、交流の移動拠点となる一ノ関駅の利便性の向上が求められています。ま

た、駅での乗継、観光地へのアクセス向上などが必要となっています。

○ 施策の展開 

 公共交通ネットワークの形成 

① 一関、花泉、大東、千厩、東山、室根、川崎、藤沢の各地域において、病院や商店、

公共機関が集積しているような地域の中心となるエリアを「拠点エリア」と位置づけ、

それぞれの拠点エリアを結ぶ、地域を越えた交通ネットワークの維持、確保を図りま

す。 

② 各地域内では、拠点エリアと、それぞれの集落や自宅を結ぶ公共交通ネットワーク

の維持、確保を図ります。なお、市営バス、廃止路線代替バスの 1便あたり平均乗車

人数が 2.0 人未満の路線は、デマンド型乗合タクシーへの再編等を進めます。 

③ 市民がまちなかを気軽に移動できる移動手段、観光客などの来訪者が利用しやす

い移動手段として市街地循環バスの導入に取り組みます。 

 公共交通の利便性向上  

① 待合環境の向上や交通情報などの提供を行うとともに、ダイヤの見直し、乗り継ぎ

時間の改善を行い、公共交通の利便性の向上を図ります。 

② 外国人を含む観光客が、公共交通を利用して目的地までスムーズに移動できるよ
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う、各種メディアを利用した情報提供や、バス停表示をはじめとしたバス情報の多言

語化に取り組みます。 

 一ノ関駅の拠点性の向上 

① 一ノ関駅に停車する新幹線の本数及び在来線の本数の増加をＪＲに要望します。 

② 駅構内への無料公衆無線ＬＡＮサービスの導入、交通系ＩＣカードの対応エリア  

の拡大をＪＲに要望します。

③ 一ノ関駅の東西を歩行者等が自由に往来できる東西自由通路の必要性等について、

関係事業者との検討を進めます。

○ 主な指標 

 拠点間を結ぶ路線バスの乗車人数（人/年） 

 市営バス、廃止路線代替バス、デマンド型乗合タクシーの利用率（％） 

 一ノ関駅を中心とした循環型バス路線数（路線） 

一ノ関駅乗車数（１日当たりの乗車数）（人/年） 

○ 市民の参画 

 公共交通ネットワークの形成  

※ 積極的にバスやデマンド型乗合タクシーを利用しましょう。 

 公共交通の利便性向上 

※ バス停周辺の環境美化に取り組みましょう。 

※ 住民懇談会などに参加し、情報と課題の把握、共有を図りましょう。 

 一ノ関駅の拠点性の向上  

※ 積極的に鉄道を利用しましょう。 
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２－４ 地域情報化

○ 現状 

・ 情報通信技術（ICT)のサービスは、日常生活や経済活動に活用されており、ICT を活

用した働き方改革などの取組が行われています。

○ 課題 

・ 超高速大容量通信サービスが普及していく中で、光ブロードバンドサービスの提供エ

リアやスマートフォン等による通信エリアは、市内全域をカバーされていません。エリ

ア拡大のため、通信事業者へ働きかけていく必要があります。

・ 地上デジタルテレビの視聴については、山間部などの地形的に不利な地域が多く、テ

レビ難視聴の解消のため、テレビ共同受信施設は必要であり、継続して維持管理等を支

援していく必要があります。

・ 地上デジタルテレビ放送をワンセグ波による受信を余儀なくされている世帯が市内

に点在していることから、引き続き抜本的な解決について国、岩手県等に要望していく

必要があります。

・ 市ホームページの閲覧は 50％以上がスマートフォンなどのモバイル端末からである

ことから、様々な媒体に即した行政情報の発信に取り組む必要があります。

○ 施策の展開 

 情報通信基盤の整備と活用 

① 超高速ブロードバンドサービスの基盤となる光ファイバーの未整備エリアの解消

を進めます。

② 携帯電話の不感地帯がの解消となるされるよう、事業者に働きかけます。

③ 地上デジタルテレビ放送のワンセグ波によらない受信対策を国、岩手県に働きか

け、またテレビ共同受信施設組合に支援を継続します。 

 情報の受発信と共有の促進 

① 協働のまちづくりに資するよう市民と行政、市民と市民のコミュニケーションの

基礎となる情報の受発信と共有を促進します。

② コミュニティ FM 放送やソーシャルネットワークサービス（SNS）などを活用し、

地域に密着した身近な情報提供や緊急時、災害時の情報伝達を行います。

③ 広報紙を始めはじめ、ホームページ、SNS など多様な媒体のそれぞれの特性を生

かした活用しにより、行政情報を分かりやすく提供します。

○ 主な指標 
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FTTH 利用可能世帯率（％）

 市の公式ホームページアクセス件数（件）

○ 市民の参画 

 情報通信基盤の整備と活用 

※ テレビ共同受信施設の維持・運用を継続して行います。

  ※ 日常生活の中で超高速ブロードバンドサービスを活用しましょう。 

 情報の受発信と共有の促進 

※ 市民と行政、市民同士のコミュニケーションの基礎となる行政情報を積極的に受

信発信し、様々な情報を共有しましょう。
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２－５ 地域づくり活動

○ 現状 

・ 住みよいまちづくりを進めるため、地域コミュニティの基盤となる自治会等の果たす

役割がより重要となってきております。しかしながら、少子高齢化や価値観の多様化、

ライフスタイルの変化など、地域社会の環境の変化は、構成員の高齢化や人員不足、後

継者不足、活動の低迷など自治会運営にも影響を与えている現状にあります。

・ 平成 28 年度から市民センターの地域管理が進んでおり、地域協働体による指定管理

が行われています。

○ 課題 

・ 現在 33 の地域協働体が設立されておりますが、市内のすべての地域に地域協働体が

設立されることが望まれます。

・ 令和２年４月時点では 23 の市民センターが地域管理に移行しておりますが、34 す

べての市民センターが地域管理に移行し、地域づくりの拠点としてこれまで以上に活

用されることが望まれます。

・ 今後、地域コミュニティ活動を活性化するためには、地域コミュニティの基盤である

自治会等の組織の強化充実を図るとともに、地域コミュニティの連携組織である地域

協働体などによる地域協働の取り組みが重要となります。

○ 施策の展開 

 地域づくり活動の啓発と意識醸成 

① 全地域での地域協働体の設立と、活動の活性化に向けて、地域協働体支援事業費補

助金や地域協働体活動費補助金などにより活動を支援します。

② 市民センターの地域管理化を段階的に進め、全ての市民センターが地域協働体に

よる指定管理に移行するよう、地域への働きかけを行います。

③ 地域住民や市民活動団体が、積極的に地域づくり活動に参加する機運を高めます。

 コミュニティ活動の充実 

① 地域コミュニティの基盤である自治会等の活動やコミュニティ活動の拠点となる

自治集会所等の整備を支援します。

② 自治会等が取り組む自主的な地域づくり活動を支援します。

○ 主な指標 

 地域協働体の設立数（団体） 

自治会等登録団体に占める自治会等活動費総合補助金活用団体の割合（％） 
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○ 市民の参画 

 地域づくり活動の啓発と意識醸成

※ 地域の一員として、地域づくり活動の果たす役割について理解を深めましょ 

う。

※ 地域づくりの当事者として、地域協働体に参加、または地域協働体の事業に参加し

ましょう。

 コミュニティ活動の充実 

※ 地域のことを知り・学び、地域課題の共有と解決策の話し合いを行い、コミュニテ

ィ意識を高めていきましょう。 

※ 活力ある地域づくりのため、地域の活動に参加しましょう。 

※ 市民一人ひとりが心をあわせて活力あるまちづくりを進めるため、地域が協力し

て美しい環境をつくるなど、市民憲章の精神を実践する活動に取り組みましょう。 
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２－６ 移住定住、関係人口、結婚支援

○ 現状 

・ 本市の総人口は、平成 27 年から毎年 1,500 人程度減少してきており、生産年齢人口

及び年少人口は減少している一方で、老年人口は増加しており、人口構造が変化してい

ます。 

 ・ 人口構造の変化と人口減少により、地域の活力低下など多方面に大きな影響が及ぶこ

とが危惧されています。 

○ 課題 

・ 人口減少に伴う地域活力の低下や生産性の低下などに対処し、活力ある地域社会を維

持していくため、本市への移住定住を促し、人口の定着を図っていくことが必要です。

・ 様々な移住定住施策を展開してきましたが、移住人口の増だけではなく、一関本市と

継続的な関わりを持つ関係人口を確保するための取り組みが必要です。

・ 地域コミュニティの維持と活性化を図るため、住民同士あるいは移住者や関係人口と

の交流を進めることが必要であり、新たな人材を地域で受け入れるための環境整備が

必要です。

・ 人口減少が進む中にあっても、住んでいる市民が「住みつづけたい」、「いい市だ」と

思えるように、移住者との交流や関係人口の創出などの新しい視点を取り入れながら

地域を盛り上げるための仕組みづくりが必要となっています。

・ 人口減少や少子化の要因の一つとして、未婚率の高さや晩婚化が考えられ、人口減少

を少しでも緩やかにするため、結婚活動支援が求められています。

・ 市単独では結婚に結びつきにくいため、一関市結婚活動サポートセンターを運営して

結婚活動を支援するとともにサポートしているが、市単独では結婚に結びつきにくい

ため、近隣自治体と連携し、広域的な事業展開を図る必要があります。

・ 結婚活動に対する個人意識が多様であり、独身男女が結婚に対し積極的になるような

出会いの場の提供が求められています。

○ 施策の展開

 移住定住の促進 

① 人口減少の流れに歯止めをかけ、人口減少に伴う影響を少なくするため、移住定住

の促進と、地域住民と行政の協働による移住者の受け入れ環境づくりを進め、地域活

力の維持増進を図る必要があります。

② 人材不足の課題に対処するため、若者のＵターンや子育て世帯の受入強化を図る

必要があります。

③ 移住希望者のニーズに対応した地域情報に加え、豊かな自然、交通の利便性、各施
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策など本市の魅力の積極的な情報発信に努めます。

④ 空き家バンクの充実による住まいの支援、移住定住者を支援する制度の充実を図

ります。

 関係人口の創出 

① 移住定住に限らず、関係人口の創出にも取り組み、地域活力の維持増進を図る必

要があります。

② 都市間交流関係自治体の居住者や各ふるさと会、在仙サポーターなど、本市にゆか

りやご縁のある方々との交流をこれまで以上に深め、関係人口として携わる取組を

行いますっていただく取組が必要です。

③ いちのせきファンクラブ会員や一関市ふるさと応援寄附者（ファン予備軍的位置

づけ）などに関係人口として本市に深く関わってもらうための取組を行いますが重

要です。

 結婚活動の支援 

① 自分みがき講座の開催などを通じて、若者のスキルアップなど、結婚に対する意識

や考え方を社会とのつながりの中で捉えられる機会の創出を図ります。

② 地域行事、地域活動への参加や交流活動を通じ、人とのつながりの場、出会いの場

を地域や市全体でつくり上げていく環境づくりに努めます。

③ 結婚に対する個人の意思を尊重しながら、出会いの場の提供や結婚を希望する独

身男女の相談等、イベントの開催や縁結び支援員事業等を実施開催し、対象者のサポ

ートに努めます。

④ 結婚活動への支援は、4 市町合同婚活事業等を実施し、近隣自治体と連携しながら、

広域的な事業展開を図ります。

○ 主な指標 

 移住定住環境整備事業等を活用して移住した移住者数（人/年）

 いちのせきファンクラブの会員数（人）

 結婚祝金交付件数（件/年）

 婚活事業によるカップル成立割合（％）

○ 市民の参画 

 移住定住の促進 

※ 一関市に移住して生活したい人のために、利活用可能な空き家を「空き家バンク」

に登録し、有効活用しましょう。 

※ 移住者の受入環境整備のため、行政と地域住民等との支援体制をつくりましょう。 
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※ 各種支援制度を有効活用しましょう。

 結婚活動の支援 

※ 独身男女の出会いの場となるイベント等の開催に協力しましょう。 

※ ４市町合同婚活イベントに参加しましょう。 

※ 結婚活動に関する支援制度の活用を進めましょう。



【資料№32】

令和２年 10 月 23 日（金）

第４回一関市総合計画審議会

48 

３．自ら輝きながら次代の担い手を応援するまち

３－１ 子育て 

○ 現状 

・ 子どもの貧困をめぐる状況は様々で、経済的要素だけではなく、子どもが希望や意欲

を削がれるそがれる要因も多様化しています。

・ 核家族や地域コミュニティの希薄化に伴い、子育てへの不安やストレス、子育ての孤

立感を持つ親が多く、市では平成 28 年に一関保健センター内に一関子育て支援センタ

ーを開設し、子育ての相談や子育てひろば、支援が必要な子どものための各種支援教室

を開催し、子育てをする親の支援を行っています。

・ 少子高齢化、核家族化、地域のつながりの希薄化により、子育て家庭の孤立や家庭の

育児力の低下、子どもの虐待が大きな社会問題となっています。

○ 課題 

・ 少子高齢化、核家族化、地域のつながりの希薄化により、出産や育児に対して身近な

親族や近隣等の協力が得られにくくなっており、子育て経験者、高齢者、子育てボラン

ティア等と子育て関係機関の連携を強化し、地域の人たちが子育てへ関心を持ち、理解

を深めて、地域全体で子育て家庭を支えていくことが必要です。

・ 妊娠、出産、育児についての総合的な情報提供や活動、相談ができる子育て支援の拠

点となる施設や環境が求められています。

・ 現在から将来にわたって、全ての子どもたちが前向きな気持ちで夢や希望を持つこと

のできる社会の構築を目指して、経済的な支援のみならず、地域や社会全体で課題を解

決するという意識で取り組むことが重要となっています。

・ 今後も、子どもの育ち成長とともに親自身も成長し、子育てが楽しく感じられるよう

な親支援を行う必要があります。

・ 幼児教育や保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で重要であることから、質

の高い幼児教育や保育を地域のニーズに応じて、総合的に提供することが必要です。

・ 幼児教育･保育の無償化の実施による保育需要の増加を踏まえ、仕事と子育てを両立

できる環境の整備が必要です。

・ 女性の社会進出の増加とともに働き方も多様化しており、教育・保育や子育て施策に

対するニーズも多様化し、それに応えられるサービスや提供体制が求められています。

・ 子どもの健全な発育･発達を促すためには、疾病予防や健康管理だけでなく、育児不

安や負担感の軽減等のきめ細かな支援や地域全体で子育て家庭を支えていくことが必

要です。

・ 就学前児童に対する教育、保育サービスに引き続き、保護者の就労等で昼間、放課後
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等において家庭に保護者のいない児童に対し、安心で安全な居場所を提供する必要が

あります。

○ 施策の展開 

 妊娠、出産、子育て支援の充実と環境づくり 

① 妊娠、出産、子育てに関する総合相談窓口を設置し、切れ目のない支援に努めると

ともに、効果的な情報発信に努めてまいります。

② 妊娠、出産、子育てに係る相談、支援の強化を図るとともに、子育ての孤立感を払

拭できる安定した居場所（子育てひろば）を充実し、安心して子どもを生み育てられ

る環境づくりを目指します。

③ 発達相談により、早期療育支援につながるよう努めるとともに、保護者支援に努め

ます。

 地域で子育てを支える仕組みづくり 

① 地域の人たちが子育てへの関心・理解を深め、地域全体で子育て家庭を支えること

ができるよう、教育・保育施設において地域行事への積極的な参加、文化伝承活動を

取り入れながら、地域ぐるみで子育てに関する意識の啓発に努めます。

② ファミリー・サポート・センターの利用を促進するとともに、子育て中の家族が安

心して外出できるよう、赤ちゃんの駅への登録や地域の居場所づくりを推進し、地域

全体で子育てを支援する環境づくりに努めます。

③ 子育て家庭の積極的な地域行事等への参加を促進するため、様々な団体等が行っ

ている活動に関する情報提供の充実を図ります。

 母子の健康保持の推進 

① 妊産婦健康診査や乳幼児健康診査、予防接種などの母子保健事業を通して、母子の

健康保持や育児不安の解消に努めます。 

 低所得世帯の子どもへの支援の充実 

① 子どもの貧困対策においては、第一に子どもに視点を置いて、切れ目のない施策を

実施するとともに、貧困の状況が社会的孤立を深刻化させないように配慮していき

ます。 

② 支援情報が十分に対象者に届くよう情報発信や相談体制も含めて支援の充実に努

めるとともに、「個別支援」と「対象者を限定しない支援」の両輪で取り組んでいき

ます。

 幼児教育及び保育環境の充実 
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① 保護者等のニーズを的確に捉えた上で幼稚園施設と保育施設の設置状況などの地

域の実情を踏まえ、認定こども園への移行などにより、等保育環境の整備を推進しま

す。 

② 延長保育、一時保育、障がい児保育、休日保育、病後児保育など、様々な保育ニー

ズへのきめ細かな対応に努めます。

 児童育成支援の環境整備 

① 地域のニーズを的確に捉え放課後児童クラブ等による子どもたちの安全・安心な

居場所の確保を図るとともに、事業運営を行う団体などに必要な財政支援等を行い

ます。また、放課後子ども教室との連携などにより、地域との交流を図ります。

② 児童虐待のない地域づくりに向け、発生予防、早期発見、早期対応、相談対応機能

の充実及び再発防止のために関係機関との連携強化を図ります。

○ 主な指標 

 ファミリー・サポート・センター会員登録者数（人） 

 妊婦健康診査受診率（％） 

 産婦健康診査受診率（％） 

 子育てひろば利用人数（人/年） 

 認定こども園数（園） 

 待機児童数（人） 

 放課後児童クラブ設置数（件） 

○ 市民の参画 

 妊娠、出産、子育て支援の充実と環境づくり 

※ 出産や子育てなどに不安や悩みがある時は、一人で悩まず、相談窓口を利用しまし

ょう。 

 地域で子育てを支える仕組みづくり 

※ 子どもたちが、地域の伝統や文化を学び、世代間交流が図られるような行事や

活動を積極的に開催し、地域ぐるみで子育てを応援しましょう。 

 母子の健康保持の推進 

※ 妊産婦健康診査や乳幼児健康診査、予防接種を受けましょう。 

 低所得世帯の子どもへの支援の充実 

※ 関係団体や民生委員・児童委員と連携し、子育て支援のためのネットワークづくり
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や子育て支援のための活動に積極的に参加しましょう。

 幼児教育及び保育環境の充実 

※ PTA や保護者会の活動を通じ、教育、保育活動の場に参加し、子育て支援につい

ての理解を深めましょう。

 児童育成支援の環境整備 

※ 地域で、児童クラブ等の活動を支援しましょう。 

 ※ 地域で、子育てに不安や悩みがある家庭を支援しましょう。また、虐待の疑い

がある家庭を発見した時は、関係機関に速やかに連絡しましょう。
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３－２ 義務教育、高等教育等

○ 現状 

・ 高等学校、高等教育機関は、地域の産業、経済、教育、福祉、文化など、幅広い分野

の振興に大きな役割を果たしています。

○ 課題 

・ 自ら学び、考え、行動する「生きる力」の育成に向け、児童生徒一人ひとりに応じた

きめ細かな指導や体験的、問題解決的な活動の充実などにより確かな学力の育成を図

るとともに、豊かな人間性を育むための心の教育を一層推進していくことが求められ

ています。 

・ ことばの力やコミュニケーション能力、情報活用能力や国際感覚、児童生徒の職業観

や勤労観など、社会を生き抜く力の育成が求められています。 

・ 不登校やいじめ、児童虐待などへの対応については、学校と家庭、地域社会が、より

緊密に連携した取組が求められており、地域に開かれた学校運営を進め、たくましく元

気な子どもの育成に向けた、地域ぐるみの活動を展開していくことが重要です。

・ 子どもが事件や事故に巻き込まれないよう、登下校時の安全確保が求められていま

す。

・ 児童生徒数の推移を踏まえ、地域の合意形成を図りながら、より良い教育環境の確保

に向けた学校規模の適正化に取り組む必要があります。

・ 老朽校舎の改修、バリアフリー化など、学校施設の整備が求められています。

・ 高等学校、高等教育機関は、地域に根ざした特色ある教育機関として発展していくた

め、地域にある自然や施設、人材などの資源を有効に活用する一方で、研究成果や情報

などの知的資源の地域への還元や公開講座の開催など、地域と高等教育機関がお互い

に支え合う関係の構築が求められています。

・ 創造力豊かで人材の育成やものづくりの技能を習得できる施策の展開など、特色ある

取組が求められています。

○ 施策の展開 

 教育内容の充実 

① 子どもたちの個性を大切にしながら、社会の変化に対応できる確かな学力とたく

ましく心豊かな人間性を培い、社会を生き抜くことのできる人づくりを目指します。 

② 市独自の学力検査や国、岩手県が実施する学力調査を分析し、児童生徒一人ひとり

へのきめ細かな指導により確かな学力の育成に努めます。 

③ 授業の到達目標を児童生徒が共有し、意欲を持って学び、基礎的、基本的な知識や

技能を確実に身に付けるため、研究実践を通して授業改善を図ります。 
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④ 道徳の時間や自然体験、社会体験などの体験活動の充実を図りながら、学校教育活

動全体を通して、豊かな心の育成に努めます。 

⑤ 美しい日本語との出会い、ことばの響きやリズムを楽しむ「ことばの力」を育む学

習活動を推進します。 

⑥ 学校における新型コロナウイルス感染症対策を講じるとともに、「新しい生活様式」

を意識した中で教育課程の着実な実施及び学習活動の充実を図ります。

 地域の連携強化と学校運営の充実

① 登下校時の安全確保を図るため、スクールガードの配置や地域ボランティアなど

の協力を得て、地域社会全体で、子どもたちを見守り育てていく環境づくりを進めま

す。 

② 地域の人材をゲストティーチャーや学校支援ボランティアとして活用し、地域の

力を生かした学校運営や学習活動の充実に努めます。 

③ 不登校やいじめなどの相談に適切に対応するため、スクールカウンセラーや適応

支援相談員を配置するなど、学校の教育相談体制の充実を図るとともに、適応支援教 

室での指導、相談を行い、学校復帰に向けて支援します。  

④ 児童生徒指導連絡会議やいじめ問題対策連絡協議会を開催し、関係機関等との連

携のもと、いじめや非行の早期発見、未然防止に努めます。

 教育環境の整備充実 

① 校舎や屋内運動場等の施設の長寿命化を見据えた改修を行うなど、学校施設の安

全安心の確保を図ります。 

② ユニバーサルデザインの観点から施設のバリアフリー化に努めます。 

③ 望ましい教育環境のあり方を考慮した上で、地域の実情を勘案しながら、小中学校

の統合等により学校規模の適正化に努めます。 

④ 学校統合に伴う遠距離通学児童生徒には、スクールバスの運行などにより通学手

段を確保するとともに、老朽化したスクールバスの更新を図ります。 

⑤ スクールバスが利用できない遠距離通学児童生徒に対して、遠距離通学費補助金

等による支援を行い、通学に要する費用負担の軽減を行います。 

⑥ 地域の見守り活動の協力をいただきながら、登下校時における児童生徒の安全確

保に努めます。 

⑦ 情報通信技術（ＩＣＴ）の習得に必要となる機器の整備や教育設備備品、図書の充

実など、学校教材等の充実に努めます。 

⑧ 体育、文化等の活動において、優れた成績を収めた市内の学校に在学する児童、生

徒、学生を顕彰し、意欲の向上を支援します。 

⑨ 調理業務の民間委託など、効率的な運営と徹底した衛生管理による安全安心な学
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校給食の提供を行います。 

⑩ 経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者の負担を軽減し、子どもたちの

就学を支援します。

 高等教育機関等の充実 

① 将来を担う若者たちが優れた専門能力や豊かな人間性を培うことができるよう、

高等教育機関等における教育環境やものづくりの技能の習得などの教育内容の充実

を支援するとともに、産業振興や地域の活性化に寄与する取組を支援します。

② 高等教育機関が有する専門的な知識、技術を地域社会に生かすため、学校の公開講

座等の開催を支援します。

③ 産業の活性化に向けた産学連携の取組をはじめ、生涯学習や地域活性化など、様々

な分野での地域との連携を促進し、高等教育機関が有する知的資源のまちづくりへ

の還元を図ります。

④ 高等教育機関等が取り組むインターンシップなどの実践教育やシンポジウムなど

の研究活動の啓発を図り、有為な人材の育成を地域ぐるみで行う環境づくりを促進

します。

⑤ 高等教育機関等の充実強化を支援するとともに、市内高校生にとって地元高等教

育機関等への進学が選択肢となるよう、各校の情報提供に努めます。

⑥ 奨学金制度の充実を図り、経済的理由により修学が困難な学生に対して学業が継

続できるよう支援します。 

○ 主な指標 

 全国学力、学習状況調査の小学校算数の正答率（％）

 全国学力、学習状況調査の中学校数学の正答率（％）

 国の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」における小学校教員のＩＣ

Ｔ活用指導力の実態（児童の ICT 機器活用を指導する能力）の肯定回答の割合（％）

 国の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」における中学校教員のＩＣ

Ｔ活用指導力の実態（生徒の ICT 機器活用を指導する能力）の肯定回答の割合（％）

 小中学校数（校）

○ 市民の参画 

 教育内容の充実 

※ 子どもたちの学習意欲や体力の向上を図るため、家庭では、生活時間や食事など、

規則的な日常生活習慣を身に付けさせましょう。

※ 子どもたちの豊かな心や社会性を育むため、登下校時などにおいて、子どもたちと

笑顔であいさつをしましょう。
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 地域の連携強化と学校運営の充実 

※ 子どもたちの安全を確保するとともに、いじめや非行などの問題を未然に防ぐた

め、学校との連携を深め、登下校の見守り活動などに参加しましょう。 

※ 学校支援ボランティア等として、学校の学習活動に参加し、豊富な社会経験を生か

して自らが培った技術や地域の文化、社会の仕組みなどを児童生徒に教えましょう。 

 教育環境の整備充実 

※ 良好な教育環境を維持するため、ＰＴＡが行う環境整備や美化運動に参加しまし

ょう。 

※ 学校規模の適正化など、より良い教育環境を検討する懇談会等に参加しましょう。 

 高等教育機関等の充実 

※ 高等教育機関が実施する公開講座などに参加し、専門的な知識や技術を学びなが

ら、学生等との交流を深めましょう。 
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３－３ 青少年の健全育成

○ 現状 

・ 青少年の価値観は多様化しており、個人志向が強くなっていることから、協調性に欠

けることが指摘されています。

・ インターネットやスマートフォンの急速な普及により、簡単に情報が入手でき、他者

との関わりが薄れ、コミュ二ケーション能力が育まれないといった心配のほか、インタ

ーネットを通じた犯罪被害やネット依存･ゲーム依存といった各種依存症などが危惧

されています。

○ 課題 

・ 家庭、学校、地域、行政が一体となって、青少年が社会の一員として活躍できるまち

づくりに取り組んでいくことが大切です。

・ 心豊かで社会に貢献できる青少年を育てていくためには、世代間交流を通じた社会活

動への参加を体験させるなど、地域全体で青少年の健全育成に関わることが必要です。

○ 施策の展開 

 青少年健全育成に関するネットワークの整備 

① 青少年に関わる問題を的確に捉え、家庭、学校、地域と行政及び青少年関係団体が

一体となったネットワークを構築し、青少年の健全育成を推進します。

 青少年の社会参加機会の充実 

① 青少年が地域の一員としての自主性や社会性を持ち、個性や能力を発揮すること

ができるよう、学校等との協力のもと青少年のボランティア活動や地域活動への参

加を促進します。

② リーダーシップを磨く研修の実施を通じ、地域における青少年活動の中核を担え

る人材の育成を図ります。

③ 青少年の自立を促し、生きる力を育むため、地域や青少年活動団体等との連携によ

り、自然体験、生活体験等の機会の創出に努めるとともに、地域の歴史や文化に対す

る理解を深め、伝統を継承する機会の確保に努めます。

○ 主な指標 

 放課後子ども教室の参加者数（人）

 勤労青少年ホームの利用者数（人）

 全児童数に占める放課後子ども教室の登録児童数の割合（％）

20 歳以上 36 歳以下の勤労青少年ホームの登録者数（人）
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○ 市民の参画

 青少年健全育成に関するネットワークの整備 

※ 青少年の健全育成に取り組む各種ボランティアに参加しましょう。 

 青少年の社会参加機会の充実 

※ 市民センターの青少年事業に参加しましょう。 
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３－４ 生涯学習

○ 現状 

・ 市民センターは、地域の生涯学習の拠点としての機能と地域づくりの拠点としての機

能を持ち、学びと地域づくりを一体化し、地域の特性を生かした地域づくりを進めてい

くものです。

・ 市民センターでは、市民に広く開放された各種学習講座が準備され、市民が生涯にわ

たり学習を行っていく環境が整備されています。しかし、受講者は高齢者が多く若年層

などの参加は少ない傾向にあります。

・ 図書館は県内公共図書館のうち最多の蔵書冊数と貸出点数であり、市民のほか近隣自

治体の住民からも広く利用されています。

○ 課題 

・ 生涯学習の基本は、市民一人ひとりが意欲と主体性を持って計画し実践することにあ

りますが、高等教育機関や専門学校、関係団体と連携し、市民の自主的で多様な学習活

動を助長していくことが求められます。

・ 生涯学習を単に学習活動にとどめず、市民の行動につなげていくことによって、市民

の積極的な地域貢献意識を醸成し、地域づくりにつなげていくことが求められていま

す。

・ 市民の学習ニーズを把握しながら、幅広い年齢層に魅力ある講座を提供することが必

要です。

・ 講座の内容は、個人の関心や興味に沿ったもののほか、社会における様々な課題に対

応していくための講座も必要です。

・ 人口減少や住民意識の多様化により、基礎的コミュニティにおける結びつきの希薄化

が生じていることなど、地域を取り巻く現状を把握し、取り組むべき課題を絞り込み、

地域で共有するとともに、課題を解決するための活動に取り組む人材を育成すること

が必要であり、地域課題の解決のための人材の育成がこれまで以上に求められていま

す。

・ 市民センターは、地域による指定管理が進んできており、社会教育事業をより充実さ

せるためには、市民センターの指定管理者である地域協働体の職員に、社会教育の専門

的知識や技能を習得してもらうための支援をすることが必要です。

・ 図書館については、生涯学習拠点の 1 つとして、市民の読書や学習、研究等に資する

ため、資料の充実、提供に加えて新たなニーズに応じた多角的な図書館サービスを提供

することが重要です。そのため、インターネットによる情報提供も含め、地域の情報拠

点としての役割を高めていくことが求められています。

・読書バリアフリー法の成立に伴い、通常の読書が困難な方や、病気や障がい害等で来館
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が困難な方へのサービスが求められています。また、加えて新しい生活様式に伴うなど

の多様化するニーズへの対応やに応えるため、また、若い世代を中心とした幅広い世代

の読書意欲の向上のため、電子書籍や及びマルチメディアデイジー、オンラインデータ

ベース等の新たな媒体での資料提供の充実などが求められています。

・ 博物館では、地域の歴史と文化にかかわる資料収集と調査研究を進めた成果を随時、

常設展や企画展等に反映させ、市民の学習活動を支援していくことが必要です。また、

市民が世代を超えて自主的、主体的に学びながら交流を深めるために、市民の学習ニー

ズに応える魅力的で多様な講座、講演会、体験学習などを提供していくことが求められ

ています。

・ 博物館は、開館から 20 年余を経過し、施設の老朽化が進んでおり、国宝や重要文化

財を安全に公開できる公開承認施設としての機能を維持することが重要です。

・ 常設展示は開館当初のまま旧一関市中心の構成となっており、地域ゆかりの美術工芸

に関する展示室もありません。これまで蓄積してきた資料収集と調査研究の成果を反

映させるため、展示内容の再検討が求められています。

○ 施策の展開 

 生涯学習環境の充実 

① 子ども、保護者、学校、地域、行政の連携により生涯の各時期に応じた学習事業の

推進を図ります。

② 市民センターは、地域住民の生涯学習活動の拠点として、地域や民間団体とのさら

なる連携を図りながら、地域ニーズを踏まえた事業を展開し、地域課題の解決に結び

つくよう学習内容の充実を図ります。

③ 市民センターの指定管理者である地域協働体の職員の社会教育に関する専門的知

識や技術の向上を図るため、研修機会の支援に努めます。

 生涯学習活動への支援 

① 市民との連携を深め、効果的な生涯学習の展開に努めるとともに、生涯学習活動を

地域づくりの中心の一つと位置付け、地域づくりに取り組む人材や団体の育成を図

ります。

② 生涯学習関連施設において、特色ある学習講座を展開するとともに、生涯学習に関

する各種の情報を共有できるネットワークづくりを進め、市民への学習情報の提供

に努めます。

③ 多様なライフスタイルに対応した、生涯学習の活動機会の拡充を図るとともに、そ

の学習環境を整備し、市民の生涯にわたる自主的な活動の支援に努めます。

④ 市民が生きがいを持って活動することができるよう、各学習講座の運営協議会等

による自主的な活動の支援に努めます。



【資料№32】

令和２年 10 月 23 日（金）

第４回一関市総合計画審議会

60 

⑤ 市民が生涯学習で得た知識や技術を生かすとともに、まちづくり活動を通して自

己を表現できる環境を整備します。

⑥ 子どもの発達段階や家庭環境に応じた適切な学習機会や学習情報の提供を行うと

ともに、子育てを通じて親自身の成長が図られるよう、生涯学習の原点として重要な

役割を担っている家庭教育の充実を図ります。

⑦ 地域協働体の育成に努め、地域協働体とともに地域づくりに資する事業を行いま

す。

 図書館機能の充実 

① 図書館の設備や蔵書、専門職員の充実を図るとともに、電子書籍やオンラインデー

タベース等の情報サービスの高度化を図りながら、生涯学習の拠点となる図書館機

能の充実を目指します。 

② 市民の学習ニーズに対応したサービスの提供と、各地域の特色を生かした図書館

運営を推進します。 

③ 図書館が地域の情報拠点となり、すべての市民が必要な情報を容易に入手するこ

とができるよう、各地域図書館が地域の歴史や文化を踏まえた特色ある資料の収集

に努め、専門職員の充実を図り、誰もが利用しやすい読書環境の整備に努めます。 

④ 図書館と学校、博物館などとのネットワーク化の検討を進め、市民の読書推進や自

主的な学習活動ができるよう情報提供を推進します。 

⑤ 幼児・児童を対象としたおはなし会の開催や乳幼児健診の機会を活用した読み聞

かせなどにより、図書館と家庭が連携し、子どもが読書に親しみやすい環境づくりを

推進します。学校図書館との連携を強化し、児童生徒の読書環境の充実を図ります。 

⑥ 高齢者や体の不自由な方が容易に図書館サービスを受けることができるよう、関

係機関と連携し、そのあり方について検討を進め、ニーズに対応したサービスを提供

します。 

⑦ 図書館資料の配架や環境整備、専門知識を生かしたレファレンスなど、特にもシニ

ア世代の生きがいづくり構築のため、図書館サポーターを受け入れます。 

 博物館機能の充実 

① 地域の歴史・文化にかかわる資料収集と調査研究を進め、その成果を反映させた展

示を随時行い、市民の学習活動を支援します。 

② 魅力的で多様な講座・講演会・体験学習などを開催し、市民が世代を越えて自主的・

主体的に地域の歴史や文化を学び考えながら交流を深める機会を提供します。 

③ 出前講座、出前授業により、市民センターや学校等と連携して、市民、児童生徒な

どが地域の歴史や文化を学ぶ機会を提供します。 

④ 合併後の市域拡大や、開館以来蓄積してきた資料収集と調査研究の成果を反映し
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た常設展示の改修について検討します。 

⑤ 国宝や重要文化財を安全に展示できる機能を維持するため、施設の改修について

検討します。 

○ 主な指標 

 市民センターにおける社会教育主事の資格取得者数（人/年）

人口１人あたりの市民センターの生涯学習活動参加回数（回）

 図書館利用者登録者の率（％）人口に占める割合（％）

 博物館入館者数（人/年）

 博物館講座、体験学習等参加者数（人/年） 

○ 市民の参画 

 生涯学習環境の充実 

※ 市民センターで開催される学習講座に参加しましょう。

 生涯学習活動への支援 

※ 生涯を通して自己を高め続けていくため、自主的な生涯学習に取り組みましょう。 

※ 自己の経験や能力を生かして、生涯学習の講師役やリーダーとなって学び合う活

動を進めていきましょう。 

※ 生涯学習に取り組む市民団体、グループに参加して活動しましょう。 

 図書館機能の充実 

※ 小さな頃から読書に親しむ習慣が身につくよう、子どもへの読み聞かせを勧めま

しょう。 

※ 読み聞かせボランティア等市民活動へ参加しましょう。 

※ 図書館資料の配架や環境整備等、図書館業務に携わる図書館サポーターへ参加し

ましょう。 

 博物館機能の充実 

※ 博物館の常設展示や企画展示などを観覧し、地域の歴史や文化等を学びましょう。 

※ 講座・体験学習等を活用し、自主的に学び、交流を深めましょう。 
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３－５ 文化芸術、スポーツ・レクリエーション

○ 現状 

・ 文化芸術団体においては、構成員の高齢化等により活動が困難となる団体がありま

す。また、団体に属さない個別の活動も見受けられます。

○ 課題 

・ 文化芸術団体の活動は、地域の人と人とのつながりをつくる役割を果たしてきてお

り、発表の機会を提供するなど等の支援が求められています。

・ 文化施設においては、市民の多様なニーズに対応した各種事業の充実等が求められて

います。

・ 多くの市民が生涯を通じ、気軽にスポーツを楽しむことができる環境の整備が求めら

れています。

・ 競技力の向上を図るため、ジュニア期からの段階に合わせた指導を行う指導者の育成

が求められています。

・ 交流人口の拡大による活性化を促進するため、スポーツツーリズムの推進が求められ

ています。

・ 新型コロナウイルス感染症対策に対応した、安心・安全なスポーツ活動の実践が求め

られています。

○ 施策の展開

 文化芸術活動の振興 

① 多くの市民が文化芸術活動に取り組み、その活動を通じて人と人との交流が深ま

るまちを目指します。文化施設では、各種団体等の相互の連携を深めながら、各種講

座等の開催や講演、展覧会事業の充実を図ります。

② 地域の特性を生かした文化芸術活動など、団体の自主的な活動への支援と活動を

通じた交流が図られる環境づくりに努めます。

③ 音楽や演劇、美術など優れた芸術を身近に楽しむことができる環境整備を進めま

す。

④ 文化施設においては、市民ニーズに対応した各種事業の充実に努めます。

 スポーツ・レクリエーション活動の推進 

① 生涯を通じ、誰もがいつでもどこでも気軽にスポーツに親しめる社会の構築を目

指し、（仮称）生涯新たなスポーツ推進計画を基に策定し、その推進に努めます。

② ニュースポーツやスポーツ・レクリエーションの普及を図り、市民の健康づくりや

コミュニケーションづくりを促進します。
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③ スポーツの指導者や団体を育成し、技術力の強化を図ります。

④ 市、市体育協会の広報誌や HP ホームページでスポーツ行事等の周知を図り、市民

がスポーツに親しむための情報発信に努めます。

○ 主な指標 

人口１人あたりの文化センターの利用回数（回）

 市の委託事業であるスポーツ教室等への市民の参加率（％）

 １人あたりの市営スポーツ施設利用回数（回）

 市外の選手も参加するスポーツ大会参加者数（人）

○ 市民の参画 

 文化芸術活動の振興 

※ 優れた文化芸術を鑑賞するなど、文化・芸術活動に取り組む機会を広げましょう。

 スポーツ・レクリエーション活動の推進 

※ 健康増進や体力向上を図るため、日常的にスポーツ活動や体を動かす習慣を実践

しましょう。 

※ 心身ともに健康で楽しい日常生活を送るため、スポーツ教室やスポーツ団体の活

動に積極的に参加し、健康づくりと交流の輪を広げていきましょう。 
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３－６ 人権、男女共同参画

○ 現状 

・ 男女共同参画社会の実現は、全ての人々にとって必要なものであるにも関わらず、男

女の不平等感、固定的な性別による役割分担意識が残っており、また、意思決定過程へ

の女性の参画、仕事と家庭、地域活動の調和について、意義や効果が十分理解されてい

ません。

○ 課題 

・ 人口減少や少子高齢化の進展、個人の価値観の多様化などの社会環境の変化に伴い、

女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人などをめぐる人権問題の解決に向け、取り組

むべき多くの課題があります。

・ 人権問題は、社会情勢の変化に伴い、新たな人権問題が発生する可能性があり、様々

な問題について認識を深め、関係機関と連携して、人権問題への対応や取り組みを推進

していくことが必要となっています。

・ 男女共同参画を推進するためには、岩手県が認定する男女共同参画サポーターを増や

し、地域や家庭など、あらゆる身近な現場から男女共同参画の推進を図っていただくこ

とが必要です。

・ いちのせき男女共同参画プランに基づき効果的かつあらゆる施策に対し男女共同参

画の視点を反映させ、関係機関団体と連携し、すべての市民が個性と能力を発揮できる

ような環境づくりが課題となっています。

○ 施策の展開 

 人権教育と人権啓発の推進 

① 学校や地域などにおける人権教育を推進するとともに、人権相談の充実など人権

が尊重される社会を目指します。

 男女共同参画社会の推進 

① 男女共同参画の一層の推進のため、いちのせき男女共同参画プランに基づき実効

性のある取組を推進します。

② あらゆる施策に男女共同参画の視点の反映や特に女性活躍及び多様性への対応等、

関係機関や各種団体と連携し、全ての市民が個性と能力を十分に発揮できる社会と

なるよう、その環境づくりを推進します。

○ 主な指標 

 中学校を対象とした人権啓発事業の実施回数（回）
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 男女共同参画サポーター数（人）

 男女それぞれの委員数が委員定数 40％以上である審議会数の全審議会等に対する割

合（％）

○ 市民の参画 

 人権教育と人権啓発の推進 

※ 人権教育と人権啓発を推進するため、子ども、女性、高齢者などが抱える様々な人

権問題を理解し、人権侵害のない社会の実現に努めましょう。

 男女共同参画社会の推進 

※ 固定的な性別による役割分担意識をなくし、男女が共に家事や育児、介護等に参画

することについて理解を深め合い、それらを進んで行いましょう。
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３－７ 文化財の保護、地域文化の伝承

○ 現状 

・ 市内には、国、県、市の指定等文化財 245 件（令和２年８月末現在）をはじめ、埋蔵

文化財包蔵地が約 900 カ所あり、数多くの文化財があります。 

・ 解説板の設置などで紹介されている文化財は、市内の文化財全体の一部に留まってお

り、まだ多くの文化財はその所在地で紹介されていない状態となっています。 

・ 埋蔵文化財に関しては、自分の土地の下に埋蔵文化財があることを知らない市民も少

なくありません。 

・ 郷土芸能を伝承する団体も多数あり、保存会活動や地域行事、学校行事を通じてその

継承が図られています。 

○ 課題 

・ 市民が郷土の歴史・文化を身近に学べる環境や理解を深める機会を提供しながら、愛

護思想の普及啓発を図っていく必要があります。 

・ 文化財の保存、活用を進める上で、その対象となる文化財は、市内のどこに、どのよ

うなものがあるのか、まず、市民が現地で分かるように環境を整備することが課題です。 

・ 地域の文化を代表するものとして民俗芸能等がありますが、民俗芸能の伝承活動を行

う多くの団体は、少子高齢化や人口減少等の要因から、後継者の育成などの課題を抱え

ています。

・ それぞれの地域や団体を取り巻く状況には異なる面もあり、伝承活動の継続に向けた

課題の解決策も一様ではないと考えられます。  

・ 今後、民俗芸能を伝承するそれぞれの地域の異なる状況を踏まえながら、それぞれの

団体が望む課題解決の方向性に応じた支援のあり方を探っていく必要があります。

・ 本市ゆかりの偉人・先人の功績を次世代に伝えるため、身近に学習できる機会の充実

を図り、郷土への誇りと愛着心を醸成する必要があります。

○ 施策の展開 

 文化財の保存、活用 

① 市民の誇りであり地域の財産である文化財を理解する心、愛護する心を普及啓発

するとともに、適切かつ効果的に文化財を保存、活用します。

② 文化財の標柱、解説板を設置して、市民が文化財や地域の歴史、文化について理解

を深められるように環境整備を図り、文化財の保存や活用に関する地域活動の促進

が図られるように努めます。

③ 埋蔵文化財包蔵地の周知啓発と開発行為に伴う遺構や遺物等の調査を行い、文化

財保護法に基づく適切な保護を図ります。
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④ 歴史・文化についての調査研究を進めるとともに、文化財やこれまで収集、調査し

てきた歴史資料や民俗資料等を展示公開するなど、市民が地域の文化に触れる機会

を提供できるよう努めます。

 地域文化の伝承 

① 地域文化を代表する民俗芸能に関して、その伝承活動を行う団体からの相談への

対応、活動への助言、活動費助成案内等を通じて、民俗芸能が次世代に継承されるよ

う、必要に応じた支援に努めます。 

② 地域づくり団体、郷土史グループなどが行う文化財保護や郷土の歴史資料の調査

活動などについて、学芸員が専門的見地から相談、助言等の支援を行います。

③ 本市ゆかりの偉人・先人の功績を次世代に引き継いでいくために、身近に学習でき

る機会の充実を図り、郷土への誇りと愛着心を高めます。

○ 主な指標 

 文化財標柱、解説板設置数（基）

 民俗芸能の伝承を行う団体数（団体）

○ 市民の参画 

 文化財の保存、活用 

※ 文化財を始めとする、地域の歴史や文化に対して関心を持ち、理解を深めていきま

しょう。

※ 地域活動では、身近な文化財を見学等で活用して、地域の歴史、文化に触れる事業

などを企画してみましょう。

※ 身近にある遺跡などの文化財の保護に協力し、次世代へ残していきましょう。

 地域文化の伝承 

※ 民俗芸能団体などが行う地域文化の伝承活動に参加、協力しましょう。 

※ 民俗芸能などの発表機会を通じて地域の文化への理解を深め、次世代に伝えてい

きましょう。 

※ 民俗芸能団体は、市民や企業からの応援が必要になったときには、積極的に支援を

呼びかけましょう。 
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３－８ 骨寺村荘園遺跡の保護

○ 現状 

・ 地域住民が地域に誇りを持ち、遺跡や景観の保護、保全等の活動を継続して行ってい

ます。 

・ 本寺地区の人口減少や高齢化により農業後継者が不足し、持続的な保全活動の継続が

懸念されています。 

・ 世界文化遺産「平泉」の関連資産として、岩手県、関係市町と連携し、拡張登録を目

指して調査研究を進めていますが、世界遺産としての価値証明には至っていません。

○ 課題 

・ 骨寺村荘園遺跡を後世へ守り伝えるためには、地域住民のみならず地区外からの応

援、協力を受け、保全活動等に取り組むことが必要です。 

・ 研究者など専門家の助言をいただきながら、岩手県・関係市町と連携して拡張登録の

実現に向けて文献研究や発掘調査などの取組を進めています。

・ 新型コロナウイルス感染症対策の取組を行いながら、ガイダンス施設である骨寺村荘

園交流館を核とした情報発信や事業の展開、講演会等の開催を継続して行い、骨寺村荘

園遺跡の価値について普及啓発と拡張登録への気運醸成を図る必要があります。

○ 施策の展開 

 骨寺村荘園遺跡の保護

① 骨寺村荘園遺跡の価値を後世に伝えるため、骨寺村荘園遺跡整備活用基本計画及

び各種保存管理計画に基づき、保存と活用に努めます。 

② 本寺地区景観計画に基づき、魅力ある日本の原風景を未来へ継承するため、重要文

化的景観の保全に努めます。 

③ 小区画水田保全活用方針に基づき、地域住民と協働で小区画水田の保全活用に取

り組みます。 

④ 骨寺村荘園交流施設を核とし、世界文化遺産「平泉」の関連資産としての価値とそ

の魅力を市内外に情報発信するとともに、市民等へ伝えるための取組を行います。 

⑤ 地域住民による骨寺村荘園遺跡を守り伝えるための取組を支援します。 

⑥ 地域住民のみならず全市民が、骨寺村荘園遺跡を市民共有の財産として認識し、保

護していく意識が醸成されるよう努めます。 

 骨寺村荘園遺跡の世界遺産登録 

① 世界文化遺産「平泉」の関連資産として、関係機関と協力して拡張登録を目指しま

す。 
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② 拡張登録の実現に向け、て調査研究を進め、資産価値を明らかにしますの証明に努

めます。 

③ 骨寺村荘園遺跡に関する講演会の開催や情報発信により、骨寺村荘園遺跡の価値

について、市民一人ひとりの理解と世界遺産拡張登録への気運醸成に努めます。

○ 主な指標 

 小区画水田を利用した体験交流会への参加者数（人／年）

 土水路整備作業への参加者数（人／年）

 骨寺村荘園交流施設利用者数（人／年）

○ 市民の参画 

 骨寺村荘園遺跡の保護 

※ 骨寺村荘園遺跡で開催される田植えや稲刈り体験交流会等のイベントに参加しま

しょう。

※ 遺産としての価値を守るため、昔ながらの土水路整備作業等の景観保全活動に協

力しましょう。

 骨寺村荘園遺跡の世界遺産登録 

※ 骨寺村荘園交流施設を利用し、遺跡に関する理解を深めましょう。 

※ 骨寺村荘園遺跡への関心を高めるため、講演会等に参加しましょう。
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４．郷土の恵みを未来へ引き継ぐ自然豊かなまち

４－１ 自然環境、環境保全 

○ 現状 

・ 本市は、豊かな水と彩のある美しい緑に包まれた都市です。市の中央を流れる北上川

には、磐井川、砂鉄川、千厩川、金流川及び黄海川などが注ぎ込み、多様な水辺の環境

を形成しています。市の西部には栗駒国定公園に指定されている奥羽山系の室根山を

はじめとする北上高地の山岳地帯があり、東部には室根高原県立自然公園に指定され

ている室根山をはじめとする北上高地の丘陵地帯が広がっています。

・ 豊かな自然は、農林水産業を振興する上で重要な資源であるとともに、水道水の貴重

な水源となっており、国土の保全やゆとりある市民生活を送る上で欠かすことのでき

ない市民共有の財産です。

・ 自然の中には様々な生命が息づいており動植物が生息しており、これらの生態系を学

び、観察することで自然の豊かさや貴重さを感じることができます。

・ 太陽光発電事業に伴う林地開発事業に係る環境保全協定の締結が増加しています。

・ ライフスタイルの変化に伴い、環境問題の発生源は多様化しています。

・ 住宅地と工場や店舗との近接化による騒音のほか、住宅の密集化による近隣世帯に対

しての生活騒音や生活排水等の悪臭に関する苦情が発生しています。

○ 課題 

・ 河川は、利水において重要な役割を果たすとともにしているばかりでなく、潤いのあ

る空間を提供しており、河川が本来持つ様々な機能が十分発揮されるよう、適切な維持

保全に努めていくことが必要です。

・ 自然という財産は、人間だけのものではなく、生物全体の共有の財産と捉える必要が

あり、これを確かな状態で次世代へ引き継ぐことが私たちの責務でもあります。

・ 生活環境に係る騒音・振動の測定及び評価を実施しています。概ね良好な状態にあり、

今後も継続し維持するよう監視を続けます。市民が安心して日常生活を送るためには、

環境問題の発生原因を分析し、再発防止を図るとともに、生活型公害を未然に防ぐため

の啓発活動に取り組む必要があります。

○ 施策の展開 

 自然の保全と活用施策の充実 

① 河川の清らかな水質を保つため、河川や工場、畜舎からの排水の監視を行い、水辺

の環境を常に把握するよう努めます。

② ボランティアや児童生徒が行っている河川の清掃活動や浄化活動を支援します。
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③ 周囲の自然や景観に配慮した親水空間の整備に努めるとともに、整備に当たって

はホタルが飛び交う水辺の再生など、市民が親しみを持てる美しい河川環境づくり

に努めます。

④ 岩手県や動物愛護団体、自然保護団体等と連携し、人と自然の共生する社会の構築

を推進するとともに、かけがえのない自然を次世代に引き継いでいくため、希少野生

動植物の保護の徹底など、生態系の保全と再生を図ります。

⑤ 開発行為など等が行われる際には、周囲の自然環境と調和したものとなるよう、事

業者への指導の徹底と誘導を図ります。

 環境教育の充実 

① 自然とのふれあい活動や環境教育、学習の場の充実を図り、環境に対する正しい理

解と環境に配慮したライフスタイルの啓発を図りながら、環境意識の高いまちづく

りを目指します。

② 小中学校における環境教育の推進を図り、環境意識の醸成に努めます。

③ 自然環境の保全に関する啓発を行うとともに、自然環境への理解を深めることを

目的とした自然観察会を実施し、環境教育の機会の充実を図ります。

 環境保全対策の充実 

① 環境影響評価法の趣旨に鑑み策定した「一関市再生可能エネルギー発電設備の設

置に関する指針」による規制とともに、環境保全協定の締結による環境汚染の未然防

止に努めます。

② 道路や鉄道などの騒音、振動の状況を測定するとともに、日常の暮らしから近隣の

騒音を抑えるよう啓発に努めます。

③ 開発行為など等が行われる際には、周囲の自然環境と調和したものとなるよう、事

業者への指導の徹底と誘導を図ります。

○ 主な指標 

 環境基準の類型指定河川における基準値未達成河川数（BOD 値）（河川）

 環境保全協定締結件数（件）

○ 市民の参画 

 自然の保全と活用施策の充実 

※ 生活の営みや社会活動において、生活を営むうえで自然環境に影響を与えないよ

うに注意しましょう。

※ 学習機会やボランティア活動を通じて自然環境の保全に取り組みましょう。の保

全を図りましょう。
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※ 希少野生動植物の保護に努めましょう。

 環境教育の充実 

※ 河川の浄化活動や生態系の保全活動など、環境保全に取り組む各種市民団体の活

動に参加しましょう。 

※ 自然観察会などの機会を活用して、郷土の自然について学習しましょう。 

 環境保全対策の充実 

※ 野焼きによる大気汚染や、配水管の詰まりによる悪臭などの発生源をつくらない

ように注意しましょう。 

※ 日常生活において、テレビやステレオなどの音量や洗濯機などの使用時間帯など

に注意し、近隣への騒音とならないように配慮しましょう。 

※ 設備の定期的な点検や整備を行い、環境基準を超過することがないよう適切に管

理しましょう。事業者は公害発生原因となりうる機器などについて定期的な整備や

騒音発生防止のための適切な管理を行いましょう。 
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４－２ 公園

○ 現状 

・ 地域の中で比較的まとまったスペースを持っている公園は、災害時の一時避難所とし

ても重要な役割を持っています。

○ 課題 

・ 公園は、子どもから中高齢者までの幅広い年代を対象とした多方面のニーズへの対応

が求められており、公園を市民の憩いの場としてだけでなく、スポーツ・レクリエーシ

ョンを通じた健康づくりの場としての機能の充実を図る必要があります。

・ 公園、緑地の管理については、地元自治会等の参画を得ながら誰もが安心して利用で

きるよう潤いのある快適な環境を維持していくことが重要です。

・ 磐井川堤防改修事業を契機として、磐井川を活用した地域活性化が求められていま

す。

○ 施策の展開 

 公園、緑地の整備 

① ユニバーサルデザインの考え方のもと、誰もが利用しやすい憩いの場、潤いの場と

しての公園、緑地等の機能の充実を図ります。

② 公園利用者のニーズに応じて、対象年齢の低い遊具等や健康遊具の導入を図りま

す。また、既存の遊具等について計画的に更新を行います。

③ 新しい公園の整備や既存の公園の改修に当たっては、計画づくりの段階から市民

の参画を促進し、意見やアイデアの反映に努めるとともに、整備後の維持管理は、地

元自治会や関係団体など地域と連携を図りながら、身近な公園、緑地の管理運営に市

民が参加できる体制づくりに努めます。

④ 一関遊水地事業や磐井川堤防改修事業とあわせて、河川管理施設と一体的な「まち」

と「かわ」を結び付けた新たな河川空間の創出と活用を推進します。

 緑化の推進 

① 日常生活に憩いと安らぎを与える緑化への意識啓発を図り、潤いのある生活環境

づくりを進めます。

② 道路環境を豊かに彩る街路樹の整備をはじめ、公共施設や民有地の緑化、花壇づく

りを促進し、緑豊かで美しい環境づくりを市民とともに進めます。

○ 主な指標 

 １人当たりの公園面積（㎡/人）
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○ 市民の参画 

 公園、緑地の整備 

※ 地域での公園、緑地の維持管理活動に参加しましょう。 

  ※ 公園の整備を進め、官民公民連携によるイベント等の開催を進めていきましょ

う。 

 緑化の推進 

※ 宅地周りへの植栽や花いっぱい運動への参加など緑化に取り組み、地域の環境

づくりを進めましょう。 
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４－３ 資源・エネルギー循環型社会

○ 現状 

・ 地球環境への負荷を軽減し、限られた資源を循環させていくことが必要な時代となっ

ています。

○ 課題 

・ 地球温暖化の進行は、異常気象による自然災害の増加など多くの危険性を抱えてお

り、温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量削減のため、省エネ型の生活や産業活動

を普及・推進していく必要があります。

・ 東日本大震災を踏まえ、再生可能エネルギーへの転換が大きな流れとなっており、環

境負荷の少ない再生可能エネルギーの利用を積極的に進め、市民、事業者、行政がそれ

ぞれの立場で主体的に取り組むとともに、連携、協力して利用促進を図って行くことが

必要です。

・ 廃棄物の減量、資源のリサイクル、再生可能品の利用などを進め、廃棄物の量を減ら

していくための取組を計画的かつ総合的に実施することが求められており、その実現

に向け、環境意識の啓発を図り、効率的な資源循環の体制を整えていくことが必要です。

・ 日常生活においても、廃棄物が適切に処理され、資源の循環システムの中に組み込ま

れていくことが基本となります。また、廃棄物の不法投棄対策を徹底していく必要があ

ります。ことも重要な課題です。

・ 従来の大量生産や大量消費、大量廃棄の社会経済活動のあり方を見直し、市民、事業

者、行政の協働により循環型社会づくりに取り組んでいく必要があります。

・ 温室効果ガスの排出量を削減するためには、化石燃料に頼った中央集権型のエネルギ

ー供給網から脱却する必要があり、また、災害時などに電力供給を確保するためにも、

再生可能エネルギーの地産地消による自立分散型の電力供給への転換を図る必要があ

ります。

○ 施策の展開 

 地球環境にやさしいまちづくりの推進 

① 化石燃料の使用の削減や、低燃費車や電気自動車の利用、エコドライブ、アイドリ

ングストップなどを広め、率先した化石燃料の使用を削減する取組を進めます。

② 太陽光、太陽熱、水力、地中熱などの自然エネルギーの利用を促進します。

③ バイオマスなどをエネルギー資源と捉え、その持続可能な再生可能エネルギーの

活用により、化石燃料の消費及び温室効果ガスの排出を抑えます。

④ 資源やエネルギーが地域内で循環する資源・エネルギー循環型のまちづくりを推

進します。



【資料№32】

令和２年 10 月 23 日（金）

第４回一関市総合計画審議会

76 

 脱炭素社会に向けたシステムづくり 

① 公共施設等への再生可能エネルギーの導入、省エネ型の設備への改修を進めます。

② 環境負荷低減のための施策の推進や、省エネ意識の向上に努めます。

③ 温室効果ガスの排出削減に向け、公共交通機関の利用を促進します。

④ 補助制度や環境団体など等と連携した普及、啓発活動により、再生可能エネルギー、

省エネ型設備の導入を推進するとともに、エネルギーの地産地消を推進します。

 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の推進 

① 発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の３Ｒ

の推進による廃棄物の減量化を図るとともに、地域における資源回収への取組を

支援します。 

② 事業所におけるゼロ・エミッションへの取組を促進します。 

③ きれいなまちづくりを目指すため、市民総参加による一斉清掃を促進します。 

④ 快適な生活環境の確保のため、ポイ捨てや不法投棄をしないよう公衆衛生意識

の啓発や監視の強化を図ります。 

⑤ 資源・エネルギー循環型のまちづくりを推進循環型社会を確立するため、リサ

イクルプラザなど等を活用し、市民への普及啓発に努めます。 

⑥ 新聞、雑誌やオフィス用紙などの再生利用を促進し、家庭や事業所での古紙リ

サイクルに取り組みます。 

⑦ 生ごみのたい肥化など、家庭での廃棄物減量化への取組を奨励し、啓発に努め

ます。 

⑧ 金、銀、銅、レアメタルなどの貴重な有用金属が多く含まれる使用済小型家電

を回収し、有用金属のリサイクルを積極的に推進します。 

 効率的な廃棄物の処理 

① 快適な生活環境の確保のため、ポイ捨てや不法投棄をしないよう公衆衛生意識の

啓発や監視の強化を図ります。

② 廃棄物を新たなエネルギー資源と捉え、効果的、効率的にエネルギーを生み出すた

めの廃棄物の分別の方法や処理方式の導入により、エネルギーや資源が循環する「資

源・エネルギー循環型まちづくり」の一翼を担う廃棄物処理システムを確立し、廃棄

物の再資源化やエネルギー資源としての活用を図ります。

③ 一関地区広域行政組合が設置及び管理運営する一般廃棄物の処理焼却施設等の更

新が必要であり、同組合が策定している一般廃棄物処理基本計画により、今後の廃棄

物処理について計画的な対応を図ります。
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 環境自治体のシステムづくり 

① 環境基本計画及び一般廃棄物処理基本計画に基づき、資源活用の一層の循環、効率

化に努め、環境に対する負荷の軽減を図ります。

② 環境自治体としての体制の確立に向けて、一関市役所地球温暖化対策実行計画を

実践するとともに、環境保全意識の向上を図り、環境施策に率先して取り組みます。

○ 主な指標 

 CO2 排出量（ｔCO ｔCO/年） 

 太陽光発電システム（10kw 未満）導入件数（件） 

 １人１日当たりの排出量（一般廃棄物）（ｇ/日） 

 リサイクル率（％） 

○ 市民の参画 

 地球環境にやさしいまちづくりの推進 

※ マイバッグ、マイボトルの携帯、エコドライブ（環境負荷の軽減に配慮した自動車

の使用）、自転車利用などにより、化石燃料の使用を節約する暮らし方を実践しまし

ょう。

※ 太陽光や木質バイオマスなどの再生可能エネルギーの利用、省エネ生活に取り組

みましょう。

低脱炭素社会に向けたのシステムづくり 

※ 新エネルギー機器の導入やエコドライブの取組など、環境に配慮した暮らしの実

践に取り組みましょう。 

※ 冷暖房の温度調節、電気機器の待機電力の削減、省エネ型の電気機器への交換など

に努め、省エネ型のライフスタイルを実践しましょう。 

 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の推進 

※ 廃棄物の減量化を進めるとともに、プラスチック製容器包装、紙類などの資源物の

適正な分別に取り組みましょう。 

※ 資源再生利用のため、ビン、缶、ペットボトルなどの有価物の集団回収に取り組み

ましょう。 

※ 資源の有効利用を図るため、使用済小型家電や古着の回収に協力しましょう。 

※ 地域の一斉清掃活動に参加しましょう。

※ 食品ロスの削減のため、3 0
さんまる

・10
・いちまる

運動に取り組みましょう。 

 効率的な廃棄物の処理 
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※ ポイ捨てや不法投棄に対する巡視活動や普段の清掃活動を行うなど、不法投棄を

許さない環境づくりに協力しましょう。 

※ 生ごみ処理機などの使用による生ごみのたい肥化、減容化に取り組みましょう。 

 環境自治体のシステムづくり 

※ ３Ｒ運動による廃棄物の減量化、再資源化への取組とともに、電気、水、ガス、灯

油等の節約など、環境に配慮した循環型社会づくりに取り組みましょう。 
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４－４ 住環境、景観

○ 現状 

 ・ 人口減少の進行により空き家等が増加しています。

 ・ 市営住宅の役割は、低所得者をはじめとした真に住宅に困窮する世帯への対応が方向

付けられています。

○ 課題 

・ 少子高齢化により、地域コミュニティの担い手、特に次世代の担い手となる子育て世

帯を中心とした若年世帯を確保することが必要となっています。

・ 日常的に適切な管理が行われていない空き家等の増加により、保安上の危険、公衆衛

生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題が生じているとともに、地域住民の生活環

境にも悪影響を及ぼしています。

・ 本市の住宅ストックをみると、昭和55年以前に建築された住宅が4割を占めており、

これらの住宅のバリアフリー、低い断熱性能、耐震性の不安等機能面で課題があります。

・ 高齢者世帯や若年世帯のライフスタイル、需要等に適合する形でユニバーサルデザイ

ンや耐震化が行われ、住宅が長期間にわたり、活用されるような環境を形成することが

求められています。

・ 市営住宅への入居ニーズに対応するため、他の公的賃貸住宅の事業主体や民間事業者

と連携し、重層的な住宅セーフティネットの構築を図ることが重要です。

・ 現在管理している市営住宅は、老朽化により更新や統廃合等の対応を進める必要があ

ります。

・ 本市の景観は、先人が守り、築き上げてきた豊かな自然と、歴史が息づいており、こ

の貴重な財産を継承し、それぞれの地域の特徴を生かした魅力ある景観をつくるため、

景観計画に沿って取り組む必要があります。特に、骨寺村荘園遺跡一帯は、世界遺産「平

泉」の関連資産として拡張登録に向け景観に配慮した、積極的な取組を続けていく必要

があります。

○ 施策の展開 

 良好な住環境の形成 

① 市内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図るとともに、市民の居住環

境の向上、省エネ化による CO2 排出量の削減及び市産木材の有効利用の促進など良

好な住環境の形成を図ります。あわせて、耐震診断、耐震改修を促進し、災害に強い

まちづくりを目指します。

② 空き家等の発生の情報提供により、現地調査を行い、周辺に及ぼす影響の危険度、

緊急度が特に高いものや、環境や衛生面から周辺に著しく悪影響をあたえるものに
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ついては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、所有者等による適切な管

理を促すことを基本としつつ、必要な措置を行います。

 市営住宅の適切な管理 

① 東日本大震災、少子高齢化など住宅政策を取り巻く状況が大きく変化しているこ

とや、大量に存在する老朽住宅への対応等を踏まえ、市営住宅の適切な維持管理を図

るとともに、民間住宅ストックを活用した住宅確保要配慮者に対するセーフティネ

ットの形成を図ります。

 景観形成の推進 

① 規制誘導を図り、良好な景観を形成します。

② 多くの人が景観まちづくりに関心を持ち、様々な形で関わっていく意識づくりを

進めるため、景観まちづくりなどの普及啓発に努めます。

○ 主な指標 

 長期優良住宅認定率（％） 

 景観まちづくり賞の表彰数（件） 

○ 市民の参画 

 良好な住環境の形成 

※ 住宅の耐震化やバリアフリー化を進めましょう。 

  ※ 地球温暖化防止に向けて、高気密・高断熱住宅など生活の質を向上させながら、

エネルギー消費を抑制する住まいの省エネ化を進めましょう。 

  ※ 住宅の点検を心がけ、適切な維持管理に努めましょう。 

※ 住宅の保全や相続対策などについて学ぶ機会に参加しましょう。 

 市営住宅の適切な管理 

※ 市営住宅の適切な利用に努めましょう。 

 景観形成の推進 

 ※ 地域のより良い景観形成のために、景観まちづくり活動に参加しましょう。 

 ※ 美しいまちづくりを進めるために、日頃から身近な環境美化に取り組みましょ

う。 
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４－５ 上水道

○ 現状 

・ 人口減少に伴い水の需要が減少し、給水収益が減少していくことが見込まれており、

一方では老朽施設の更新の必要性が増していくなど、水道事業を取り巻く環境は、より

厳しさを増しています。

・ 未普及区域における生活用水対策は長年の懸案事項となっており、給水区域の拡張に

ついて、市としての判断を明確にする必要があり、平成 30 年度に再検討しましたが、

新たな給水区域の拡張は極めて困難であるとの結論に達しました。

・ 未普及区域において水量、水質とも不安のない生活用水の確保を確保するため、新た

な支援策として、生活用水確保支援事業を創設し、令和元年度から５年間を集中実施期

間として事業の推進を図っています。

○ 課題 

・ 今後、高度経済成長期に整備した大量の水道施設が一斉に更新時期を迎え、大きな財

政負担となりますが、市民生活に不可欠な水の供給を安定的かつ確実に持続していく

ためには、計画的な更新と耐震性能の向上を含む長寿命化を図るとともに、施設の規模

や配置の見直しにより、無駄のない施設利用を進める必要があります。

・ 定期的な水道料金の改定を実施し、負担の平等化を図りながら、今後の施設更新に係

る適切な財源確保に取り組む必要があります。

・ 未普及区域において水量、水質とも不安のない生活用水の確保は喫緊の課題であるこ

とから、新たな支援策として、生活用水確保支援事業を創設し、令和元年度から５年間

を集中実施期間として事業の推進を図っています。

・ 今後の給水区域の拡張については、大規模な住宅開発や定住人口の増加、水道施設整

備に対する財源措置の大幅な拡充等の環境変化が生じた時点で、地域の接続意向を確

認した上で再検討します。

○ 施策の展開 

 安全な水の安定供給 

① 水道事業の将来像と長期財政を見据え、安全な水の安定供給に努めます。

② 優先順位を定め、水道施設及び管路の計画的な更新を行います。

③ 災害に強い水道を目指し、施設の耐震化や適切な維持管理と補修による長寿命化

を進めるとともに、施設の統廃合や規模の縮小による効率的な水の供給に努めます。

④ 災害復旧の応急訓練を行い、防災意識の向上を図ります。

 未普及区域における生活用水確保の推進 
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① 未普及区域において、水量、水質とも不安のない生活用水を確保するため、水質検

査、深井戸整備及び浄水施設等の設置を支援します。

○ 主な指標 

 基幹管路耐震適合率（％）

○ 市民の参画 

 安全な水の安定供給 

※ 広報紙や水道週間行事、地域懇談会などを通じ、市民生活や経済活動に不可欠な水

道への認識を深めましょう。

※ 応急給水、応急活動訓練に参加し、防災意識を高めましょう。

 未普及区域における生活用水確保の推進 

※ 清浄かつ豊富な生活用水を確保するため、限りある水資源を大切にしましょう。 



【資料№32】

令和２年 10 月 23 日（金）

第４回一関市総合計画審議会

83 

４－６ 下水道

○ 現状 

・ 汚水処理人口普及率の目標達成に向けて、現在、宅地化が進行し、事業所や商業施設

が密集する地域において下水道の管路整備を集中的に進めています。

○ 課題 

・ 平成 28 年度に策定した汚水処理施設整備計画の集合処理区域においても、人口減少

と高齢化が進んでいることが影響し、費用を投じて管路整備を行っても、下水道への接

続費用の捻出や後継者がいないことなど等の理由から接続に至らないことがあるため、

早期の整備計画の見直しが必要な状況となっています。

・ 地域ごとに費用対効果や河川の水質保全の必要性等を勘案しながら、公共下水道もし

くは農業集落排水施設で処理を行う集合処理区域と個人設置型浄化槽で処理を行う個

別処理区域に再選定し、目標達成に向けて取組む必要があります。

○ 施策の展開 

 処理施設の整備と普及促進

①地域特性に応じた公共下水道や浄化槽の効率的な整備により、河川等公共用水域の

水質保全と衛生的で快適な生活環境を創出します。

②本市における汚水処理事業は、地域ごとに費用対効果や河川の水質保全の必要性等

を勘案しながら、公共下水道と農業集落排水施設で処理を行う集合処理と浄化槽で

処理を行う個別処理に区分し進めていきます。

③市広報への記事掲載、ＦＭあすもでのＣＭ放送、出前講座の開催等により、河川等の

水質保全のためには、下水道や浄化槽による汚水処理が必要であることの周知に努

めます。  

○ 主な指標 

 汚水処理人口普及率（％）

○ 市民の参画 

 処理施設の整備と普及促進 

※ 河川等の公共用水域の水質保全と衛生的で快適な生活環境を維持するため、公共

下水道等の集合処理による施設が整備された区域の方は速やかに下水道等に接続

し、また、上記以外の区域の方は、浄化槽を設置し、生活排水を未処理のままで河

川等に流さないよう努めましょう。  
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５．みんなが安心して暮らせる笑顔あふれるまち

５－１ 医療 

○ 現状                                        

・ 休日及び夜間の救急医療を確保するため、医師会等の関係機関の協力を得て、休日当

番医制による診療や夜間救急当番医制が実施されているとともに、入院や手術が必要

な重症患者の二次救急医療に対応するため、病院が協力し輪番制による診療が実施さ

れています。

・ 二次救急医療を担う県立病院をはじめ医師不足は深刻であり、加えて、比較的軽症な

患者の一次救急を担う診療所の医師も高齢化しています。また、いわゆるコンビニ受診

などにより医師の疲弊も問題となっています。

○ 課題

・ 本市は高齢化率が高く、医療資源の地域偏在も顕著な状況にあり、医師をはじめ限ら

れた医療従事者の中で、今後増加が予想される医療的ケアが必要な要介護高齢者への

対応が求められています。

・ 将来にわたって適正な医療サービスを提供していくためには、医師や看護師などの医

療従事者を安定的に確保するとともに、医療と介護が連携した包括的なサービスの提

供が求められています。

・ 医療施設については、高度化する医療への対応や設備の充実が求められるほか、医療

資源が集中している中心市街地から離れた周辺地域であっても、医療サービスが安定

的に確保される必要があります。

○ 施策の展開 

 地域医療体制の充実 

① 医師会、歯科医師会、薬剤師会や岩手県などの関係機関、関係団体、医療機関等及

び保健、福祉、介護サービス機関との連携強化を図りながら、地域医療体制の充実に

努めます。

② 市が指定する医療機関に将来従事しようとする医学部の学生に修学資金の貸付を

行い、医師確保を図ります。

③ 市内の医療介護施設等に将来勤務しようとする者に修学資金の貸付を行い、医療

介護従事者の確保を図ります。

④ 市民が市の医療の現状や医療機関へのかかり方、診療所（医院・クリニック）と病

院の役割やその違いを理解して、適切に医療機関を受診していただくよう、かかりつ

け医ガイドブックなどの活用により周知を図ります。
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 救急医療体制の充実 

① 医師会をはじめとする関係機関、関係団体との連携を一層強化し、休日、夜間を含

めた救急医療体制の充実に努めます。

② 医療機関の適正受診について市民への意識啓発を図ります。

 病院及び診療所の運営 

① 地域包括医療体制の充実強化のため、保健、福祉、介護分野との連携を図り、各サ

ービスが適切に提供できるよう病院、診療所を運営するとともに、健全な経営に努め

ます。また、病院と診療所のさらなる連携を推進します。

② 病院事業においては、構成する各事業の垂直統合のメリットを活かし、切れ目のな

い統合されたサービスによる生活を支える医療の提供と住民参加の推進により安定

した経営に努めます。

○ 主な指標 

 医療介護従事者修学資金貸付（人）

○ 市民の参画 

 地域医療体制の充実 

※ 「自分の健康は自分で守る」という意識を持ち、病気の予防や食事、運動など、健

康管理に努めましょう。 

 ※ 年に１回は健康診断を受けて、健診結果をその後の生活習慣改善にいかしましょ

う。 

 ※ がん検診や特定検診を定期的に受診し、生活習慣病の見直しや生活習慣病の早期

発見・早期治療に努めましょう。 

※ 風邪などの日常的な病気や生活習慣病、安定した慢性疾患のときは、身近にある診

療所（医院・クリニック）での早めの受診を心がけましょう。

※ 医師や看護師など、医療従事者の負担が過重とならないよう、診療時間内の受診を

心がけましょう。

 救急医療体制の充実 

※ 緊急時の重症患者の命を救うために救急車を正しく利用しましょう。 

※ 休日や夜間に具合が悪くなったときは、休日、夜間当番医のを受診しまを心がけま

しょう。 

 病院及び診療所の運営 
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※ 市民を対象としたフォーラム、病院や診療所等が行う意見交換会などへ積極的に

参加することにより、地域医療の現状を正しく理解し、守り育てる意識を持ちましょ

う。
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５－２ 地域福祉

○ 現状 

・ 少子高齢化や核家族化などによる家族形態の多様化により、家庭の中で、高齢者との

関わりをもつ機会が少なくなってきています。

・ 地域の交流の機会が減少しており、思いやりやいたわりといった、お互いを思いやる

気持ちを育む機会が少なくなってきています。

・ 近年、人口減少と少子高齢化の進展が顕著であり、加えて、個人の価値観の多様化、

地域での交流機会の減少など、社会環境の変化に伴い、人と人とのつながりが希薄にな

り、お互いの支え合いや助け合いの機能が低下してきています。

○ 課題

・ 福祉サービスの提供に当たっては、利用者の人権が守られることはもとより、安心し

て利用できることが必要です。利用者にの十分な情報提供を行うとともに、福祉サービ

スや施設等におけるサービス利用の促進と定着を図るための支援が必要です。

・ 災害発生時に自ら避難することが難しく、何らかの支援を要する方（避難行動要支援

者）の避難支援については、対象者を把握し、その情報を地域の行政区長や民生委員な

どの避難支援等関係者に提供するなどして、地域で共に助け合い対応していくことが

重要となっています。

・ 災害時の支援が有効に機能するためには、平常時から地域で防災訓練などに取り組む

必要があります。

・ 市社会福祉協議会に「いちのせき生活困窮者自立相談支援センター」を設置し、生活

に困っている方の相談支援業務を実施しています。生活困窮者の早期把握と、一人ひと

りの状況に応じた支援や関係機関への情報提供など、自立に向けた相談支援体制の推

進が必要です。

・ 本市の生活保護受給世帯数は横ばいの傾向にあり、一人暮らし高齢者世帯と障がい者

世帯、傷病者世帯で全体の約８割を占めています。被保護世帯の自立や安定した暮らし

を実現するためには、被保護世帯の状況に応じた適切な支援が必要です。

・ 様々な福祉サービスの制度はあるもののるが、福祉サービスを必要としている方に対

して迅速に提供されていない場合があり、サービスを必要とする方への分かりやすい

周知が必要です。。制度の周知が不足しており必要なサービスが提供されるまで時間が

かかっている。

○ 施策の展開 

 地域福祉を担うひとづくり 

① 将来を担う子どもたちが、相手を思いやる気持ちを育むんでいくことが重要であ
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り、高齢者や障がい害のある人など、支援が必要な人のことを理解する取り組みを推

進します。

 共に支え合う地域づくり 

① 認知症や障がいのある人が、社会的に孤立することがなく、地域とのつながり

を持ちながら、安心して暮らし続けられるように、地域全体での支え合いを推進

します。 

② 地域福祉の推進を図るため、社会福祉協議会などと連携し、社会福祉法人間の

ネットワークづくりを推進します。

 充実した福祉サービスを提供する仕組みづくり

① 相談者の属性・世代・相談内容に関わらず包括的な相談を受け止め、相談者の課題

を整理し、利用可能な福祉サービスを適切に提供できるように、相談体制の充実を図

ります。

② 成年後見制度や各種福祉サービス等の利用に際し、制度利用がスムーズに行われ

るよう必要な支援を行うとともに、権利擁護に関する制度の広報、啓発に努めます。

③ 避難行動要支援者名簿の作成と避難支援等関係者への情報提供を行い、地域での

見守りや要支援者の状況に応じた避難支援を推進します。

④ 災害発生時における避難行動要支援者の安全を確保するため、避難行動要支援者

ごとに避難支援の具体的計画を定める個別計画の作成を推進します。

⑤ 生活困窮者自立相談支援窓口を設置し、生活困窮者の早期把握や相談支援を行う

とともに、生活保護受給世帯や生活困窮者一人ひとりに応じた就労支援や家計改善

支援など、自立に向けた支援を推進します。

⑥ 必要な福祉サービスが分かりやすい表記を検討するほか、パンフレットだけでな

く広報やＳＮＳを活用し、より多くの市民に福祉サービスの情報を伝わるようにし

ます。働きかけるほか、また、包括支援センターや居宅介護支援事業所との連携によ

り、福祉サービスをが必要な人が適切なサービスを受けられるよう周知を図ります。

○ 主な指標 

 福祉教育に関する講座を実施した小中学校の割合（％）

 権利擁護や成年後見制度に関する研修会に参加した人数（人）

 生活保護自立支援プログラムを活用し、就労開始や生活が改善された被保護世帯の

割合（％） 

○ 市民の参画 

 地域福祉を担うひとづくり 
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※ 高齢者や障がい者との交流、社会福祉協議会が行う福祉学習会などに参加し、支え

合う心を育みましょう。 

 共に支え合う地域づくり 

※ 自治会活動などに参加し、住民同士の交流を深めるとともに、あいさつ、見守り、

互いの支え合いなどを通じ、誰もが安心して生活できる地域づくりに努めましょう。 

 充実した福祉サービスを提供する仕組みづくり 

※ 地域の中でコミュニケーションを図り、支援が必要と思われる人に対し、民生委

員・児童委員や各種相談窓口に相談するよう勧めるとともに、孤立しないよう見守り

ましょう。

※ 研修会等に参加し、権利擁護や成年後見制度への理解を深めましょう。

※ 災害時に支援が必要となる人を把握するとともに、地域で行われる防災訓練等に

参加しましょう。
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５－３ 高齢者福祉

○ 現状 

・ 平成 29 年度から高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援する「介護予防・日常生

活支援総合事業」を実施しており、住民主体による居場所づくりの充実に取り組んでい

るが、事業への取り組みに地域差が生じている状況です。

○ 課題

・ 介護予防は状態が悪くなる前の元気なうちから取り組む必要があるため、普及啓発事

業を継続し、介護予防への関心を高める必要があります。

・ 高齢者がひとり暮らしや要支援・要介護状態になっても、住み慣れた地域で安心して、

その人らしい生活を送ることができるようにするためには、「地域包括ケアシステム」

の構築が必要です。

・ 介護サービスだけではなく、地域の様々なサービスを活用した支援が必要になってい

ます。

・ 高齢者の約８割は介護を必要としない元気な方たちです。元気な高齢者の方たちが生

きがいと尊厳を持ち、いつまでも健康に安心して暮らすことが可能となる社会の実現

が求められています。

・ シニア活動プラザを中心に元気な高齢者の社会参加、社会貢献活動を推進し、自らの

生きがいづくりにつなげていくとともに、健康長寿を実践するための活動が必要とな

ります。

○ 施策の展開 

 介護予防の推進 

① 介護予防事業は、地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取り組みを推進

する観点から、介護予防・日常生活総合支援事業を通じて、住民主体で参加しやすい

介護予防、住民主体の居場所づくりの充実の取り組みを推進します。

 地域包括ケアシステムの構築 

① 保健・医療・福祉・介護の関係機関・団体との連携のもと、医療、介護、予防、住

まい、生活支援サービスを組み合わせて継続的に切れ目なく提供する「地域包括ケア

システム」の構築を進めます。

② 地域包括ケアシステムを推進するため生活支援コーディネーターを配置し、地

域協働体との連携を図り、地域づくりや地域における支え合いづくりの仕組みづ

くりを推進します。 
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 生涯現役社会づくりの推進 

① 明るく活力に満ちた高齢社会を築くため、高齢者自身がこれまで培った知識・技能

を発揮し、積極的な社会活動への参加と地域社会の中で活躍することができる環境

づくりを推進していきます。

② 元気な高齢者が社会貢献活動に参加することで、自らの生きがいづくりにつなげ

るとともに、健康の増進を図ります。

○ 主な指標 

 介護予防事業実施団体数（団体） 

 生活支援コーディネーターの配置数（人） 

 認知症サポーターの養成者数（人） 

 シニア活動プラザ利用者数（人） 

○ 市民の参画 

 介護予防の推進 

※ 生涯にわたり元気で暮らせるよう介護予防に取り組みましょう。 

※ 住民が自主的に運営する通いの場をつくり、参加しましょう。 

 地域包括ケアシステムの構築 

※ 認知症に対する理解を深め、地域での見守り活動に協力しましょう。 

※ 閉じこもり防止のための声掛けを行いましょう。 

※ 地域で高齢者との交流の場を持ち、高齢者とのふれあいを通じ、福祉の心を育みま

しょう。 

 生涯現役社会づくりの推進 

※ 自らの知識や技能、経験を活かし、地域活動や社会貢献活動に参加しましょう。 

※ 生きがいを持って生活できるよう、趣味やボランティア、老人クラブなどの活動に

参加しましょう。 

※ 若者や地域との交流を持ち、自らが培ってきた生活文化を伝えましょう。
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５－４ 障がい者福祉

○ 現状 

・ 本市では各種相談窓口の充実を図っていますが、地域の中で福祉的な援助を必要とし

ながらどこに相談したらよいのか分からない障がい者や、発達が気になる子どもを育

てていくときに誰に相談すればよいのか思い悩む家庭があるなど、必ずしも相談窓口

に繋がらない現状があります。

・ 障がい者の就労をめぐる環境は厳しく、関係機関が連携しながら仕事に関する相談や

支援を行っていますが、一般就労へ繋がることは厳しい現状にあります。

・ 障がい者（児）が自ら希望する場所で安心して暮らしていけるよう、各種障がい福祉

サービスを提供するとともに、日常生活及び社会生活の向上を図るために、補装具や日

常生活用具を給付していますが、ニーズが多様化し、支給量も年々増加しています。

○ 課題

・ 障がい者施策には、障がいを理由とした不利益な取り扱いや虐待を受けることがな

く、障がい者のニーズに応じた適切な支援を提供する仕組みなど、特に障がい者の相談

支援体制の充実が求められています。

 ・ 障がいや発達に不安や心配のある子どもに、早期に必要な治療と指導、訓練を行うこ

とにより、障がいの軽減や生活能力の向上を図り、社会参加につなげていくことが必要

です。

 ・ 障がい者が希望する地域で自立した生活を送るためには、就労の機会を確保し、経済

的基盤の安定を図ることが求められています。一般就労が困難な障がい者には、福祉的

就労により生産活動の機会を提供していく必要があります。

 ・ 障がい者が自ら希望する場所で安心して暮らしていけるよう、福祉サービスの充実及

び障がい者の生活を地域全体で支える体制の充実を図ることが必要です。

・ 障がい者が災害時においても安全な生活が送れるよう、避難支援体制の充実が求めら

れています。

 ・ 障がい者の自立と社会参加の促進に向けて、ユニバーサルデザインの考え方に基づく

まちづくりや、市民それぞれが互いに尊重し合い相互理解を深めるよう、心のバリアフ

リーを進め、人にやさしいまちづくりを推進していくことが必要です。

○ 施策の展開 

 権利擁護、相談支援体制の充実 

① 障がいを理由とした差別や権利の侵害を受けることがないよう、成年後見制度等

の権利擁護に関する制度利用について広報、啓発に努めます。

② 障がい者が自らの意思により必要とするサービスを安心して利用できるよう、相
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談支援体制の充実に努めます。特にも中核的な役割を担う基幹相談支援センターの

機能強化を図るとともに、一関地区障害者地域自立支援協議会や関係機関との連携

を推進します。

③ 自立に向けた必要な相談支援が行われるよう、施設スタッフの確保、育成を図りま

す。

④ 障がい者虐待防止に関する啓発に努め、関係機関等と連携し障がい者虐待の早期

発見と防止を推進します。

 ライフステージに応じた切れ目のない支援の提供 

① 障がい児及びその家族に対し、障がいの疑いのある段階から身近な地域で生活で

きるように、地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が

連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の整備を進めます。

 自立と社会参加の促進 

① 障がい者支援施設に入所している障がい者が、希望するアパートやグループホー

ムまたは自宅等で生活できるよう支援します。

② 一関地区障害者地域自立支援協議会を中心として、学校、企業、ハローワーク等と

連携し、福祉施設での就労から一般就労への円滑な移行を推進します。

 障がい者が安心して暮らせる地域づくりの促進 

① 障がいの有無に関わらず地域で安心して暮らしていけるよう、災害発生時におい

ても、生命、身体の安全確保が図られる支援体制の整備に努めます。

② 障がいの程度や種別に関わらず、障がい者が自立した生活ができるよう、各種福祉

サービスの充実を図ります。

 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

① 障がい者やお年寄りをはじめ、誰もが社会参加できるよう、制度的、心理的なバリ

アを取り除きながら、交流活動を促進するとともに、公共施設のバリアフリー化や住

宅改修への相談支援の充実を図るなど、全ての人が安心して暮らせるユニバーサル

デザインのまちづくりを推進します。

○ 主な指標 

 相談支援事業所数（事業所）

 児童発達支援サービス利用者の割合（％）

 福祉施設から一般就労への移行者数（人）

 障害がい福祉サービス（日中活動系）の利用者数（人）
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 障がい者福祉まつりの参加者数（人）

○ 市民の参画 

 権利擁護、相談支援体制の充実 

※ 研修会等に参加し、権利擁護や成年後見制度への理解を深めるとともに相談支援

事業所等に気軽に相談しましょう。

 ライフステージに応じた切れ目のない支援の提供 

※ 保健、教育、医療等に関する講演会等に参加し、障がいや障がい者に対する理解を

深め、交流の輪を広げましょう。

 自立と社会参加の促進 

※ 障がい者の自立と社会参加のために、就業機会の提供について理解を深め、協力し

合いましょう。

※ 障がい者就労施設で作られた製品の利用（購入）や施設との交流などを通じ、障が

い者の自立と社会参加を支援しましょう。

 障がい者が安心して暮らせる地域づくりの促進 

※ 障がい者が地域で生活し社会に参加することができるよう、利用している福祉サ

ービスや災害発生時の対応等について理解を深め、互いに助け合い支え合う地域づ

くりを進めましょう。

 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

※ キャップハンディ体験や障がい者との交流を通じて思いやりの心を持ち、福祉

のまちづくりを心がけましょう。
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５－５ 健康づくり

○ 現状 

・ がん検診については、土日の検診や託児サービスの実施など、受診しやすい環境を整

えるとともに、未受診者への再通知（コール・リコール）を実施し、受診率の向上に努

めています。しかし、国が示す目標値の 50％には達していない状況です。

・ 平成 28 年度以降の本市の特定健診における検査項目ごとの有所見者の割合は、血糖

と血圧で国や岩手県の平均よりも高い傾向が続いています。

・ 脳卒中（脳血管疾患）や心疾患などの循環器疾患の発症予防のためには、特定健診を

受診し、生活習慣を見直し、生活習慣病の早期発見・早期治療につなげることが重要な

取り組みですが、特定健診の受診率は伸び悩み、目標値には達していません。

・ 特定健診の結果により、特定保健指導の対象者に該当した方には、生活習慣病の発症

リスクの高い方には、生活習慣病を改善するための特定保健指導を案内していますが、

参加者数が少なく特定保健指導の実施率が目標値に達していない状況です。

④脳卒中（脳血管疾患）による死亡率は、県と比較すると高い状況であり、近年増加傾向

となっています。

⑤特定健診の結果によると、血糖と血圧の有所見者の割合が国や県平均よりも高くなっ

ており、増加傾向となっています。

○ 課題

・ 特定健診において、要医療と判定された方には、受診勧奨を実施していますが、未受

診の方もあることから受診の必要性をわかりやすく説明するなど、受診に向けた保健

指導を併せて行う必要があります。

○ 施策の展開 

 健康づくりの推進 

① がん検診、特定健診、がん検診の案内の工夫や受診しやすい環境づくりに努め、受

診率向上を目指します。

② 特定健診の結果、特定保健指導の対象となった方に、生活習慣を見直し、健康づく

りを継続して取り組めるよう、保健師や栄養士が特定保健指導を行います。

 生活習慣病の重症化予防 

① 特定健診の結果、要医療と判定された方に対して、確実に医療機関を受診していた

だくよう、保健指導や受診勧奨を行い、生活習慣病の重症化予防を推進します。

○ 主な指標 
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 胃がん健診受診率（％）

 子宮がん検診受診率（％）

 肺がん検診受診率（％）

 乳がん検診受診率（％）

 大腸がん検診受診率（％）

 特定健診受診率（％）

 特定保健指導実施率（％）

 特定健診結果の要医療者（糖尿病性腎症の重症化予防事業）における医療機関受

診率（％） 

○ 市民の参画 

 健康づくりの推進 

※ がん検診や特定健診やがん検診を定期的に受診し、生活習慣の見直しや生活習慣

病の早期発見・早期治療に努めましょう。

※ 特定保健指導に積極的に参加し、生活習慣の改善に取り組みましょう。 

 生活習慣病の重症化予防 

※ 検診の結果、要医療または要精密と判定された場合は、医療機関を受診し必要な検

査や治療を受けましょう。 
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５－６ 防災

○ 現状 

・ コミュニティＦＭ放送は、開局（平成 24 年４月）から８年が経過しました。 

・ 市民を対象に毎年度実施しているアンケート調査（抽出調査）によると、聴取率・Ｆ

Ｍあすも専用ラジオの設置率がともに７割を超えており、市民生活にも徐々に浸透し

ている一方、いまだＦＭあすも専用ラジオを設置していない世帯が約２割で、さらに災

害情報や緊急情報をコミュニティＦＭで放送していることの認識がない世帯が約３割

となっています。 

○ 課題 

・ 災害に強いまちづくりと安全で安心な市民生活の実現に向け、住民が円滑かつ安全に

避難できるよう、消防・防災セミナーや避難所運営訓練などの機会を捉えて住民へ周知

を図っていくことが必要です。 

・ 避難所、避難場所は、人と人とが密になりやすい環境になることから、様々な感染症

にかかるリスクが高くなるため、感染症を考慮した避難所運営を行っていく必要があ

ります。 

・ 災害が発生した場合でも、その被害を可能な限り抑えることが重要です。安全安心で

災害に強いまちづくりを進めるため、地域防災計画に基づき、防災資機材や避難場所等

を整備充実するとともに、消防防災体制の充実と防災、減災対策を強化する必要があり

ます。 

・ 防災訓練等を通じて、市民の防災意識の向上を図る取組も必要です。 

・ 災害に強いまちづくりと安全安心な市民生活の実現に向け、地域防災計画を見直し、

その実効性を高めるための訓練を継続して実施していくことが大切であり、地域防災

力向上のため、災害に関する知識、技能を有する人材を育成することが重要です。また、

応援協定等による協力体制の確立を図るため、関係機関等との連携体制が必要となり

ます。 

・ 大規模災害時には、物流が停止し食糧の調達が難しくなるため、食糧の備蓄を行う必

要があります。また、保存用非常食など、保存年限に応じた定期的な入れ替えが必要で

す。 

・ 自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で防災マップを全戸に配布し

ていますが、内容の変更などにより更新、配布が必要となります。また、外国人の住民

や旅行者等への対応のため、外国語に対応した災害時情報提供アプリ等の周知が必要

です。 

・ 栗駒山の火山災害についての取組は、登山者の安全確保及び火山の異常現象等を早期

に把握するため、平成 18年度から火山ガスやその他の火山現象について、現地調査観
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測を実施しています。今後も関係機関と連携を図りながら火山防災に対する防災体制

を構築していくことが必要です。 

・ 市民に対し、様々な媒体により防災知識を普及、啓発することで、自助、共助の精神

を養うことが重要であり、市が発信する情報に限らず、住民自ら情報収集し、地域で連

携して早期に行動を起こすような意識の向上を図っていく必要があります。 

・ 避難行動要支援者や高齢者世帯を中心に、緊急時にも役立つＦＭあすも専用ラジオの

設置とその活用に関する周知、啓発を継続して取り組む必要があります。 

・ 東日本大震災の発生から年月の経過とともに、大震災等の経験や教訓が忘れられるこ

とがないように、また、近年頻発する大型台風や集中豪雨など、災害規模が大規模化、

広範囲化していることを踏まえて、防災講演会やセミナーを通じ、命を守るための行動

がとれるよう意識啓発に取り組む必要があります。 

○ 施策の展開 

 災害を防ぐまちづくり 

① 避難所、避難場所については、住民が円滑かつ安全に避難できるよう周知徹底する

とともに、豪雨災害等の特性を踏まえた安全性の確保、移送手段の確保及び交通孤立

時の適切な対応ができるよう努めます。 

② 避難所の運営については、様々な感染症対策を考慮した避難所訓練などを実施し、

適切な避難所運営ができるよう努めます。 

 災害に強いまちづくり 

① 防災マップの公表や防災訓練の推進に取り組み、市民の防災意識の高揚を図ると

ともに、円滑な実践行動につなげます。 

② 市全体の危機管理に係る研修や訓練を実施し、危機管理体制の充実強化に努めま

す。 

③ 備蓄については、応急的に必要となる非常食等の備蓄と防災資器材の整備に努め

ます。 

④ 外国人の住民や旅行者等への対応のため、外国語に対応した災害時情報提供アプ

リ等の周知を図ります。 

⑤ 関係機関と連携して栗駒山の火山対策を推進します。 

⑥ 防災行政情報システムのほかコミュニティＦＭ放送、いちのせきメール等を活用

し、市民に対し迅速かつ確実に情報が伝わるよう努めるとともに、住民自らが情報収

集を行い、地域で連携し早期に行動を起こすよう普及啓発に努めます。 

 地域防災活動の充実 

① 市民の生命、身体、財産を保護するため、関係機関と密接な連携を図りながら、地
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域防災計画の見直しを図り、その計画に基づいた円滑な防災対策の実施に努めます。 

② 市民の防災意識の高揚を図るとともに、自主防災組織の結成の促進と訓練の充実、

防災リーダーの育成強化に取り組みます。 

③ 自分で行う災害に対する備えや災害発生時の基本行動など、必要な防災知識の普

及啓発に努めます。 

○ 主な指標 

 コミュニティＦＭ放送で災害情報や緊急情報を聴いたことがある世帯（％） 

 コミュニティＦＭ放送を聴いている世帯（％） 

 専用ラジオを設置している世帯（％） 

 防災指導員数（人） 

○ 市民の参画 

 災害を防ぐまちづくり 

※ 家庭や職場における災害時の避難所や避難場所、避難ルートを日ごろから確認し

ておきましょう。

※ 感染症に対する知識を深めましょう。

 災害に強いまちづくり 

※ 災害時の行動について、家族で話し合っておきましょう。 

※ 訓練や講習会に参加し、防災に対する知識を深めましょう。 

※ 災害に備え、家庭では概ね３日分の食料、飲料水を備蓄しておきましょう。 

※ 防災マップを活用し、日ごろから災害時の対応について確認しておきましょう。 

※ いざという時の防災情報の把握に役立つよう、日頃からコミュニティＦＭ放送等

を活用しましょう。 

※ いちのせきメールに登録するとともに、必要な防災情報を自ら情報収集しましょ

う。 

 地域防災活動の充実 

※ 市や地域の自主防災組織が行う研修や訓練に参加し、地域防災力の向上に努めま

しょう。
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５－７ 消防、救急、救助

○ 現状 

・ 平成 27 年から令和元年までの過去５年間の火災発生状況の平均値は、火災件数 48

件、焼損棟数 48 棟、死傷者 12 人となっています。

・ 平成 27 年から令和元年までの火災による死者は 12 人で、９人が 65 歳以上の高齢者

となっています。

○ 課題

・ 火災に備える体制を整えるため、地域における消防拠点施設の整備、火災の態様に応

じた消防車両や資機材の更新、消防水利の確保等に努め、消防力の強化を図ることが必

要です。

・ 今後さらに高齢化率が高くなっていくことから、市民の生命、財産を火災から守るこ

とがますます重要です。

・ 火災は予防が基本であることから、市民の火災予防の意識を高めるため、防火知識等

の普及啓発を図る必要があり、そのため、自主的な防火組織の育成が必要です。

・ 高齢化の進行に伴い救急需要の増加が見込まれることから、救急業務の高度化に継続

的に取り組み、医療機関との連携を一層強化する必要があります。

・ 救急車が到着するまでの間の応急手当が重要であることから、応急手当に対する住民

の意識を高め、感染防止対策を講じながら自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を活用した救

命講習による救命処置の普及啓発を図ることが必要です。

・ 救急業務の高度化には、救急隊員の教育訓練に加え、高規格救急自動車及び高度救命

処置用資器材の更新整備を推進し、救急体制を充実させることが必要です。

・ 近年、異常気象に伴う大規模な自然災害（豪雨、土砂災害、地震等）の発生や複雑多

様化する事案に対応していくため、救助活動に必要な車両や資機材の充実、隊員の育成

を推進し、救助体制の充実を図ることが必要です。

○ 施策の展開 

 消防力の強化 

① 複雑多様化する火災等の災害に対応できるよう、消防車両、消防資機材を計画的に

整備します。

② 消防屯所等地域における消防活動拠点施設の計画的な整備を進めます。

③ 消火栓や防火水槽など、消防水利の計画的な整備を進めます。

④ 複雑多様化する災害に対応するため、消防団員等の確保と育成強化を図ります。

 予防体制の強化 
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① 市民の火災予防の意識を高めるため、防火知識等の普及啓発を図ります。

② 市民の生命、財産を火災等から守るため、消防団、婦人消防協力隊及び自主防災組

織等と連携を図りながら火災予防に努めます。

③ 高齢者を火災から守るため、民生委員やホームヘルパー等の協力を得ながら、高齢

者等を対象とした防火指導を図ります。

④ 住宅火災による死傷者を防止するため、住宅用火災警報器の設置促進及び住宅用消

火器をはじめとした住宅用防災機器等の普及促進など、住宅防火対策の推進を図りま

す｡

 救急、救助体制の充実 

① メディカルコントロール体制（医師による指導、助言及び教育体制）のもと、救急

医療機関との密接な連携により、救急業務の高度化に努めます。

② 救急救命士及び救急隊員の計画的な育成と教育訓練の実施を推進するとともに、

高度救命処置を適切に提供するため、高度救命処置用資器材や高規格救急自動車等

の計画的な整備を進めます。

③ 救命率を向上させるには、バイスタンダー（発見者などその場に居合わせた人）に

よる応急手当が重要なことから、感染防止対策を講じながら応急手当に関する啓発

活動に取り組むとともに、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を活用した救命講習による

救命技術や知識の普及啓発に努めます。

④ 救助隊員の充実強化のため、専門的な知識や高度な救助技術の習得に向けた、隊員

の計画的な教育訓練を実施します。

⑤ 複雑多様化する事案に対応するため、救助資機材の計画的な更新整備を図ります。

⑥ 大規模災害に対応するため、緊急消防援助隊登録隊員の教育訓練を充実し、緊急消

防援助隊の受援と応援体制の整備を図ります。

○ 主な指標 

 普通救命講習、上級救命講習及び救命入門コースの修了者数（人） 

○ 市民の参画 

 消防力の強化 

※ 消火栓、防火水槽などの消防水利や消防施設の周りには消防活動の障害となるも

のを置かないようにしましょう。

※ 消防団への入団を促進し、消防団活動に協力しましょう。

 予防体制の強化 

※ 防災知識を高め、普段から火災予防を心がけましょう。 

※ 防災組織の活動に自主的に参加するなど、火災予防に取り組みましょう。 
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 救急、救助体制の充実 

※ 心肺蘇生法や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法などの応急手当を身につけ

るようにしましょう。 
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５－８ 防犯、交通安全、市民相談体制

○ 現状 

・ 本市の令和元年の交通事故の発生件数は 158 件、死傷者数は 199 人で年々減少傾向

にあり、いずれも平成 28 年度に制定された第３次交通安全計画（平成 28 年～令和２

年度）の目標を達成しています。しかしながら一方、高齢者の交通事故の増加が全国的

にも大きな問題となっている中なか、本市においても交通事故者数に占める高齢者の

割合が高くなっています。

・ 社会の急激な変化は、生活環境やライフスタイルを大きく変容させ、これに伴って、

市民が直面する問題も多種多様となっています。

・ 悪徳商法や特殊詐欺の被害が発生しているとともに、インターネットによる消費者ト

ラブルが増加しています。

○ 課題

・ 明るく住みよい安全安心安全な地域の実現に向けて、「自分たちの地域は自分たちで

守る」という意識のもと、防犯意識を普及するための啓発活動や地域安全運動を積極的

に展開し、各種犯罪の防止に努めていくことが必要です。

・ 女性や子ども供への声掛け事案や高齢者の被害が目立つ特殊詐欺被害を未然に防ぐ

ため、啓発や見守り活動が必要です。

・ 防犯及び交通安全対策については、行政だけでなく防犯協会、交通安全協会、交通安

全母の会など等、住民ぐるみで活動する体制の強化が必要です。

・ 交通事故を減らすためには、運転者や歩行者等の交通安全マナーの向上やなど、交通

安全思想の普及が不可欠であり、交通安全対策を強力に推進することが必要です。特に、

児童生徒への交通安全教育の推進、高齢者の交通事故防止対策の強化を図ることが重

要です。

・ 重大事故が多発している危険個所の点検や改良など、道路管理者や警察と協議しなが

ら、信号機や横断歩道など交通安全施設の充実整備を図ることが必要です。

・ 日々の暮らしの中で発生する問題を把握し、相談に対する適切な助言を行うことがで

きるよう、関係機関、団体などと連携しながら市民が安心して相談できる体制を整えて

いく必要があります。

・ 高齢者や若年層などの消費者被害が懸念されることから、未然防止に取り組む必要が

あります。

・市内においても、悪徳商法や特殊詐欺の被害が発生しており、こうした被害に遭わない

ため、消費生活出前講座の開催など消費者教育推進が必要です。

・児童・生徒など若年層におけるインターネットによる消費者トラブルが多く発生してい

ることに併せ、成年年齢の引き下げに伴い、今後若年層の消費者被害の拡大が心配され
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ることから、教育機関と連携し、消費生活における学習機会を設けることの必要性が高

まっています。

○ 施策の展開 

 防犯体制の整備 

① 市民の防犯に対する意識の高揚を図るとともに、防犯体制の強化と地域ぐるみに

よる活動のを展開を進めながら、犯罪のない、安全なまちづくりを目指します。

② 市民一人ひとりの防犯意識を高めながら、市民一体の防犯活動を推進します。

③ 警察や防犯協会、防犯ボランティアなど関係機関、関係団体と連携を密にし、パト

ロール活動や情報交換を行うなど、地域が一体となった防犯活動を展開します。

④ 非行防止、犯罪防止活動の啓発を図るとともに、防犯教育の実施など、防犯に関す

る意識の向上に努めます。

⑤ 防犯協会が防犯パトロールに使用する青色回転灯装着車の維持管理経費及び車両

導入費用の一部を補助するなど、防犯パトロール活動を支援し、犯罪のない安全安心

なまちづくりを推進します。

⑥ 赤色回転灯の整備や自治会等の防犯灯維持管理費用の補助を行うなど、交通安全

と犯罪防止に努めます。

 交通安全対策の推進 

① 警察署、交通安全協会などの関係機関や団体と協力し、幼児やから高齢者までを対

象とした交通安全教室を通じて、交通安全意識の高揚を図ります。

② 交通安全協会、交通安全協会分会や交通安全母の会など、交通安全推進団体との連

携強化に努め、交通安全対策を推進します。

③ 交通安全を繰り返し呼び掛けることにより、市民一人ひとりの交通安全意識の高

揚を図ります。

④ 交通事故等危険個所の把握に努め、信号、交通標識、横断歩道、カーブミラー等の

安全施設の設置や道路整備を進めます。

 市民相談体制の充実 

① 日常の様々な問題解決の糸口として、法律相談、行政相談、多重債務者相談等の市

民相談を行います。

② 消費生活センターにおいては、消費生活をめぐる様々なトラブルから消費者を保

護するため、相談体制を維持します。

③ 消費者被害未然防止に向けた講座、講演会などによる啓発活動や学校、地域、家庭

等における消費者教育の推進を目指します。
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○ 主な指標 

 刑法犯発生件数（件） 

 交通事故発生件数（件） 

 消費者講座の参加者数（人） 

○ 市民の参画 

 防犯体制の整備 

※ 防犯への理解を深め、防犯パトロールに参加するなど、地域ぐるみの防犯活動に取

り組みましょう。

※ 「子ども 110 番の家」や防犯連絡所のを設置し、に協力し、地域の防犯活動を推進

しましょう。に協力しましょう。

※ 高齢者や子どもの見守り活動に取り組みましょう。

※ 特殊詐欺被害防止に係る出前講座などの啓発的取り組みに参加しましょう。

 交通安全対策の推進 

※ 交通ルールを守り、交通安全に心がけましょう。 

※ 交通安全教室、交通安全協会、交通安全母の会の活動など交通安全への取組に参加

しましょう。 

※ 交通事故をなくすゼロの運動を地域ぐるみで展開しましょう。 

 市民相談体制の充実 

※ 悪徳商法、特殊詐欺などの被害を未然に防止するため、地域で開催されるの消費

生活講座など等に参加しましょう。 

※ 高齢者が被害に遭わないよう、家族や近隣住民が連携し、日頃から声掛けなどに

努めましょう。 
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第３部 まちづくりの進め方 

１ ＳＤＧｓの推進  

○ 現状

・ 平成 27 年（2015 年）９月に開催された国連サミットにおいて、ＳＤＧｓ

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）が採択されました。ＳＤ

Ｇｓは、平成 12 年（2000 年）の国連サミットで合意されたＭＤＧｓ（Millennium 

Development Goals：ミレニアム開発目標）に代わる、令和 12年（2030 年）までに

持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標であり、17 のゴールと 169 のター

ゲット（具体目標）から構成され、地球上の「誰一人取り残さない」という理念を掲

げています。 

・ 本市においても、これまで「資源・エネルギー循環型まちづくりビジョン」や「バ

イオマス産業都市構想」や、「みんなのメダルプロジェクト」などＳＤＧｓの理念を

踏まえ取り入れた施策に取り組んできました。 

○ 課題 

・ 人口減少・少子高齢化や地域経済縮小などの地域課題を解決していくためには、行政

だけではなく、市民や企業などの多様な主体がＳＤＧｓの目標を共有し、より一層連携

して課題解決に取り組んでいくことが求められています。 

・ 市民や企業へのＳＤＧｓの浸透はまだ限定的であるため、ＳＤＧｓの正しい理解の普

及に努める必要があります。 

○ 施策の展開 

 ＳＤＧｓの推進による課題解決 

① 平成 31 年（2019 年）１月に開催された「ＳＤＧｓ全国フォーラム 2019」におい

て、93 自治体の賛同のもと、人口減少・少子高齢化など社会的課題の解決と持続可

能な地域づくりに向けて、日本の「ＳＤＧｓモデル」を世界に発信する「ＳＤＧｓ日

本モデル」が宣言されました。本市は、この「ＳＤＧｓ日本モデル」宣言に賛同し、

自治体間の連携を進めながら、ＳＤＧｓの推進に取り組んでいきます。 

② 「誰一人取り残さない」という理念のもと、女性性別、高齢者、障がい者、外国人

など、年齢、障がいの有無や国籍などを問わず、誰もが居場所と役割を持ち、活躍で

きる持続可能な地域社会の実現に向けて取り組みます。 

③ 各種計画の策定に当たっては、ＳＤＧｓの理念を踏まえ反映させるとともに、ＳＤ

Ｇｓの 17のゴールに主な事業を位置付けます。 

③ ＳＤＧｓの理念を踏まえ、各種計画の策定に反映させます。 
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④ ＳＤＧｓの達成に向けて、未来技術の導入など民間との共創により、地域が直面す

る課題解決に取り組みます。 

⑤ ＳＤＧｓ未来都市選定に向けた取組を推進します。 

 企業へのＳＤＧｓの普及推進 

① 企業活動とＳＤＧｓとの関連付けを企業に呼びかけることにより、ＳＤＧｓの社

会への効果や企業の事業継続との関係についての理解を深め、官民公民連携のもと

でのＳＤＧｓへの取り組みを推進します。 

② 企業を対象としたＳＤＧｓの普及啓発に努めます。セミナーを開催します。 

 市民一人ひとりへのＳＤＧｓの普及推進 

① 市民のＳＤＧｓへの理解を深める機会を創出し、市民一人ひとりの日々の行動が

ＳＤＧｓの達成に関係しているという意識を持つことを呼びかけることで、ＳＤＧ

ｓを意識し、協働によるＳＤＧｓへの取り組みを推進します。 

② 市民を対象としたＳＤＧｓの普及啓発に努めます。セミナーを開催します。

○ 主な指標 

 ＳＤＧｓ講演会等開催回数、広報回数（回） 
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２ 「新しい日常」の推進への対応

○ 現状 

・ 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－19）は、令和元年 12月に中華人民共和国

湖北省武漢市で発生が報告されて以来、世界各地で急速に感染が拡大し、令和２年３月

には世界保健機関（ＷＨＯ）がパンデミック（世界的大流行）を宣言しました。

・ この感染症は、本市においても個人消費や企業収益、雇用情勢の悪化を招くなど、地

域経済にも大きな影響を与えています。もたらしており、この先も厳しい状況が続くこ

とが予想されます。

・ このような状況の中、政府は「新しい生活様式」への移行と実践・定着を提唱してい

ます。

○ 課題 

・ 外出自粛に伴う消費の低迷や観光客の減少、イベントの中止などにより、飲食業や宿

泊業をはじめとして地域経済に大きな影響を与えており、長期的な視点に立った経済

対策や雇用対策が求められています。

・ 「新しい生活様式」とは、「３つの密（密閉、密集、密接）を徹底的に避ける」、「手

洗いや人と人との距離の確保など基本的な感染対策を続ける」、「テレワーク、時差出勤、

テレビウェブ会議などにより人との接触機会を削減する」など等の生活様式を示すも

のであり、あらゆる人がこの「新しい生活様式」を日常生活の中で実践していく必要が

あります。

・ これからの社会においては、感染症への対応と経済活性化の両立の視点を取り入れ、

新型コロナウイルスの感染拡大により生じた世の中の考え方、行動の変化、いわゆる

「新しい日常」に対応していくことが求められています。

○ 施策の展開

新型コロナウイルス感染症との共存 

① 「新しい生活様式」を実践し、新型コロナウイルス感染症などの拡大防止に取り組

むほか、感染者が発生した場合に備えた対策を常に意識して施策を実施します。

② 感染者、濃厚接触者や医療従事者の人権を尊重し、差別や風評被害等を防止するた

めの意識啓発や、感染症に関する正確な情報発信に取り組みます。

 経済対策、雇用対策の実施 

① 新型コロナウイルス感染症に係る経済対策として、各種給付金の支給、企業向け支

援事業、学生向け支援事業等を実施するとともに、しているところですが、今後も状

況に応じた経済対策を実施します。 
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② ハローワーク等の関係機関と連携し、離職者等に対する早期再就職支援や新卒者

に対する就職支援を実施します。 

 新しい技術や新しい視点を活用した「新しい日常」の推進 

① 今回の感染症をきっかけに、以前の生活様式を振り返り、新しい技術や新しい視点

を活用した先進的な取組を推進していくほか、市民の取組に対して積極的に支援し、

これからの「新しい日常」を推進します。

○ 主な指標 

 経済対策、雇用対策に係る累計事業件数（件） 

 「新しい日常」に対応したＩＣＴ活用事業件数（件） 
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３ 協働のまちづくりの推進 

○ 現状 

・ 社会構造の大きな変化に伴う、住民ニーズの多様化、高度化が進み、市民、各種団体、

企業、行政など多様な主体が相互理解のもとに、共に行動する「協働のまちづくり」は

現代社会における地域課題の把握、解決に欠くことのできない施策として認知されて

きています。

・ 前期基本計画の計画期間の５年間で、地域協働体の設立が進み、市内ほぼすべての地

域で地域協働体が設立され、地域づくり計画に基づいた取組が展開されています。

○ 課題 

・ 「協働のまちづくり」においては、市民などと行政とが相互理解に基づいて各事業を

展開していくことが必要であるとともに、市民などが市政運営に積極的に参画できる

仕組みを構築し、企画から実施、評価まで、すべての段階で協働による取組が展開され

ることが重要であり、各種計画の策定、実践、評価において、まちづくりスタッフバン

クの活用や公募などにより、市政への市民参画の機会をより拡充していくことが必要

です。

・ 協働による地域づくりには、市民、地域組織、市民活動団体、民間事業者（企業）な

どそれぞれの主体による役割分担のもとに、「自分たちの地域は自分たちで守り、創る」

を基本に、市民一人ひとりが当事者となり、地域のことを考え、その発想を自らが実践

する、自主自立の取組が不可欠です。

・ 市民主体の地域づくりを進めるために、最も身近な組織である自治会等の活動を基本

としながら、地域協働体が推進役となり、身近な課題の解決や地域の特性を生かした活

動を地域ぐるみで実践するための取組が必要です。

・ 地域協働体と行政とがますます連携し、市民センターを拠点とした地域づくり活動を

行うことにより、地域の特色を生かした住民起点のまちづくりが展開されることが期

待されます。

・ ＮＰＯや民間事業者（企業）などの民間活力によるまちづくりを担う団体や組織を育

成するとともに、相互の連携を推進することが必要です。

○ 施策の展開

 地域協働の推進 

① 地域協働体が中心となり、地域課題の解決や地域の特性を生かした地域づくりを

進めるため、互いに課題を共有し、役割を分担しながら、地域と市の担当部署が当事

者として、横断的に協力、行動することを目指します。
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 地域協働の実践 

① 地域の将来像を地域住民みんなで共有し、身近な地域課題の解決や地域の特性を

生かした地域づくりを進めながら、その実現を目指します。

 協働による市政の推進 

① 地域協働の推進には、地域と行政が相互理解のもとに連携することが重要です。行

政は、地域協働体による市民主体の地域づくりを推進し、それらの活動に対して様々

な支援を行います。また、地域協働体が策定した地域づくり計画の実践を支援します。

② 市民と行政との協働を推進するため、一関市協働推進会議を開催し、協働を進める

ための情報共有と意見交換を行います。

③ 協働のまちづくりを円滑に進めるため、市民活動センターなどの中間支援組織に

よる自治会や地域協働体、市民活動団体への支援や団体相互の連携を促進します。

④ 「市長へひとこと」など市民の意見、要望を市政に反映させる広聴機能の充実を図

るなど、市民参画や市民との協働体制を確立します。

⑤ 各種審議会等への市民の参画を図り、市民の多様な知識や技術等を市政に反映さ

せるため、まちづくりスタッフバンクの活用を推進します。

⑥ 各種計画の策定など検討段階から市民参画を進めるとともに、パブリックコメン

トの実施、ワークショップの開催などにより、市民参画の機会の充実に努めます。

⑦ 地域住民と行政との創意工夫と協働により、地域の元気につながる事業に取り組

みます。

⑧ 各種計画の事業進捗管理への市民参画機会の確保に努めます。

⑨ 市民によるまちづくり活動への市職員の参加を促進します。

⑩ 民間事業者（企業）も地域の一員として、専門性を生かした多様な地域貢献が可能

であることから、様々な分野での協働の取組を要請します。

○ 主な指標 

 市民１人当たりの市民センター利用回数（回）
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４ 健全な行財政運営の推進 

○ 現状 

・ 人口減少・少子高齢化が進む中にあって、市税等の増加は見込めず、また、地方交付

税等の動向も不透明であることから、新たな住民ニーズに対応する財源の確保は厳し

い状況にあります。

○ 課題 

・ 社会情勢が大きく変化する中、新たな行政課題に迅速に対応できる行財政運営を行う

ためには、従来の制度や施策、組織等の執行体制を常に見直し、効果的かつ効率的に予

算を配分し執行していく必要があります。

・ 厳しい財政状況の中、過去に整備された多くの公共施設の老朽化に対応するために

は、大規模改修や建替え等にかかる費用を抑えるとともに、中・長期的な視点による施

設の再編成・管理に取り組む必要があります。また、社会情勢の変化や住民ニーズに対

応した適正な施設の総量や規模、機能の再編成を検討する必要があります。

・ 市有財産のうち、遊休資産となっている土地や建物については、有効活用の観点から

売却処分を進めていく必要があります。

・ 全国の地方公営企業に共通する課題である人口減少に伴う水道料金収入及び下水道

等使用料収入の減少、老朽施設の更新等への対応が不可欠です。また、下水道について

は、接続費用の捻出や後継者の不在などを理由に、整備した下水道への接続に至らない

ケースが多いことも課題です。

・ 市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民が市政に参加し、市民と行政との協働を

実践するため、公文書の情報公開制度の適切な運用や、審議会等の会議の開催状況を公

開する取組により、透明性の高い行政運営を進める必要があります。

・ これまで、広報紙やホームページ、コミュニティＦＭ等様々な媒体を通して、行政情

報を発信するとともに、してきたところであり、市民の情報収集手段の多様化に即した

効果的な広報活動を展開していく必要があります。

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大により浮き彫りになった全国的な課題の一つとし

て、行政分野でのデジタル化やオンライン化の遅れがあります。ポストコロナ、アフタ

ーコロナ時代における「新しい日常」を構築するための原動力となる「デジタル化」を

推進していくためには、行政手続の抜本的なオンライン化などに積極的に取り組んで

いく必要があります。取り組む必要があります。

○ 施策の展開

 行政サービスの充実 

① 行政サービスの満足度を高めるため、業務の継続的改善に取り組み、質の高い行政
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サービスの提供に努めます。

② 限られた人的資源の中で職員の能力を最大限に生かすため、高度で専門的な知識、

技術を体系的に学習する研修を行い、職員の政策形成能力や職務遂行能力の向上を

図ります。

③ 職員の意識改革を図りながら、士気を高め合い職場の活性化に取り組みます。

④ ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した行政手続きの電子化や税、使用料・手数料など

公金の収納・支払のキャッシュレス化などにより、市民サービスの向上と行政の効率

化と市民サービスの向上に努めます。

 効率的な行政運営の確立 

① 総合計画を基本とする計画的な行政運営を図るため、毎年度、ローリングにより実

施計画の策定を行い、計画の実行性を高めます。

② 各種計画の策定に当たっては、市民にとってわかりやすい計画となるよう、事業や

施策の到達すべき目標を定量的に指標化した計画の策定にすることに努めます。

③ 行財政改革の取組を推進し、改革の実施状況について、広報紙やホームページによ

り広く市民に公表して情報を共有します。

④ 事務事業の効率的な取組を推進するについて、総合計画や各種計画と連動した、定

量的な指標の設定に基づく評価に努めるとともに、住民ニーズや費用対効果が低い

ものについて事務事業は、廃止を含めた見直しを検討し行います。

⑤ 民間の専門性や効率性が発揮されることで、住民サービスの向上や行政コストの

縮減が図られる事務事業は、積極的に民間活力の活用を図ります。

⑥ ＩＣＴ（情報通信技術）を積極的に活用し、内部事務の合理化や組織体制の見直し

等、効率的な行政運営に努めます。

⑦ 多様化する住民ニーズや新たな行政課題に的確かつ迅速に対応できるよう、組織

機構と事務執行体制の見直しを進めます。また、定員適正化計画を策定し、職員数の

適正化を図り人件費総額の抑制に努めます。

 財政運営の健全化の推進 

① 市税等の自主財源の確保に努めるとともに、歳出の徹底的な見直しにより、財政の

健全化を推進します。

② 市税については、課税客体の的確な把握とあわせ、自主納税の推進や納税方法を増

やすなどにより収納率の向上に努めます。

③ 分担金、負担金及び使用料、手数料などについては、適正な受益者負担の水準を確

保するとともに、各部署の連携のもと、収納率の向上に努めます。

④ 市債については、将来負担を考慮して借入を行うとともに、財政状況に応じ繰上げ

償還に努めます。
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⑤ 公共工事をはじめとした行政事務の執行に当たっては、常に品質、コストを意識

するとともに、経費の節減を図ります。

⑥ 補助金や負担金については、その目的や費用対効果、経費負担のあり方を検証し、

効果が低いものについては、廃止を含めた見直しを検討し行います。

⑦ 各年度の事務事業の計画や実施に当たっては、中・長期的な視点に立ち、財源や将

来負担等について、十分な検討を行います。

⑧ 第三セクター等や出資団体については、事業内容や経営状況を常に把握し、継続的

な指導・監督を行います。

 公共施設保有の最適化と市有財産の有効活用 

① 公共施設の管理については、将来にわたり施設を利用した住民サービスを安全か

つ持続的に提供するため、機能と数量の最適化、長寿命化、財政負担の縮減・平準化

の取組を着実に進めます。

② 市有財産については、有効活用の観点から遊休資産の売却処分を進め、財産収入の

確保を図りに努めます。

 地方公営企業の健全化の推進 

① 地方公営企業の健全な運営を目指し、企業としての経済性を常に発揮するととも

に、公共の福祉を増進することを念頭に置き事業を推進します。

② 料金等の水準について定期的に検証を行い、負担の公平化と適切な財源確保に努

めます。

 透明性の高い行政運営と行政情報の積極的な提供 

① 情報公開制度は、公開が原則であることを踏まえ、適切に運用していきます。

② 審議会等の会議は原則公開とし、会議の開催予定を周知します。また、会議録及び

会議資料を担当課窓口及び市のホームページにおいて公表し、審議の概要をお知ら

せします。

③ 広報紙、ホームページ、コミュニティＦＭなどの活用により、行政施策や行政活動

の積極的な情報提供に努めます。

④ 広報紙は市民と行政のパイプ役との認識に立ち、分かりやすく親しみやすい広報

紙を目指し、紙面の充実に努めます。また、ホームページについても情報が的確に検

索できるよう充実に努めます。

○ 主な指標 

 オンライン申請が可能な行政手続きの数（種類）

 経常収支比率（％）
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 実質公債費比率（％）

 市の公式 Facebook のリーチ数（件）

 市の公式ツイッターのフォロワー数（件）
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５ 広域連携の推進 

○ 現状 

・ 住民の日常生活の範囲が広がりを見せている中にあって、産業経済、医療、福祉、教

育や防災、交通ネットワークなど、あらゆる分野において、一つの施策や一つのサービ

スがその自治体では完結せず、隣接する自治体と連携した取組が欠かせないものとな

っています。

・ 特にも本市では、岩手県内の自治体との連携に限らず、県という枠組みを越えて、「中

東北」としての拠点都市形成に向け、道路網の整備、地域医療や観光など様々な分野に

おいて県境を意識しない発想で課題解決への取組を進めています。

・ 当地域の農業協同組合、森林組合など民間団体においては、市町の枠を越えて組織し

ており、スケールメリットを生かし、それぞれの産業分野の振興に取り組んでいます。

○ 課題 

・ 住民や企業等の生活圏、経済圏は市町村のエリアを越えて広域化しており、また、人

口減少と高齢化が進行する中で、行政に対するニーズも多様化、高度化してきているこ

とから、現在の行政サービスのあり方を広域的な視点に立ち、時代に合ったものに変え

ていくことが求められています。

・ 県境に位置している本市をはじめ、県境付近の自治体においては、県の中央部に国の

機関の集約が進むなど、多くの共通課題を抱えている状況にあり、共通する課題を持つ

関係自治体が、新たな連携に取り組んで解決していくことが必要です。

・ 人口減少などの社会構造の変化に伴い、それに対応した施策の展開や地域の発展のた

めには、保健、医療や通勤、通学などの住民生活や経済活動における圏域というくくり

の中で、雇用の創出、結婚、出産への支援、人口減少対策などに取り組んでいくことが、

真の意味での地方創生につながるものと捉え、隣接自治体をはじめ、広域的な連携を図

ってのもと、取り組んでいくことが必要です。

○ 施策の展開

 定住自立圏構想の推進 

① 一関・平泉定住自立圏共生ビジョンに基づき、適切に役割分担をしながら、魅力あ

る定住自立圏域の形成に向けた具体的な取組を連携して推進します。

② 圏域の住民ニーズに対応できるよう、一関地区広域行政組合や両磐地区広域市町

村圏協議会が行う事業を推進します。

③ 世界遺産「平泉」を核とした地域づくりを関係自治体と一体となって進めます。

 県境を越えた連携の推進 
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① 人口減少などの社会構造の変化に対応した施策の展開や地域の発展を図るため、

経済圏、生活圏、医療圏、文化圏、さらには通勤通学エリアというくくりの中で、関

係自治体同士が連携して多様な取組を推進します。

② 北上川や栗駒山系など、地域固有の条件で結びつく市町村と多様な連携交流を図

ります。

③ 共通する地域資源や歴史、文化等を有する市町村との広域的な交流連携を図り、産

業振興など地域の活性化につなげる取組を推進します。

 国、岩手県、関係機関との連携 

① 本市の課題解決に向け、本市の実情を国、岩手県へ情報発信していくとともに、施

策の実現に向けて積極的な要望提案を行います。

② 様々な関係機関と連携協力を図りながら、本市のまちづくりを展開していきます。

③ 国、岩手県の事業については、本市のまちづくり、地域づくりに生かされるよう、

その事業導入を働きかけていきます。

○ 主な指標 

 広域連携事業数（件） 
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分

野

基

本

計

画

分

野

分野名

指

標

№

①指標項目名

②指標の説明

（その指標項目を指標とすることで把握できるもの

は何か、どんな課題に対応している指標かを記入）

③単位
④現状数値

（Ｒ元年度末）

⑤目標数値（Ｒ７年度

末）

⑥目標数値（Ｒ7年度末）

※コロナウイルスの影響を

大きく受ける指標のみこち

らも記入

※コロナウイルスの影響を

踏まえた場合の数値

⑦数値把握の方法

（把握方法、根拠の出所を具体的に記入）

⑧目標設定の考え方（⑤の目標指標について）

（目標値の考え方、計算根拠等を記入）

⑨目標設定の考え方（⑥の目標指標につい

て）

（目標値の考え方、計算根拠等を記入）

※コロナウイルスの影響を大きく受ける指標

のみ記入

新指標 担当部

1 1 1 農林水産業 1 新規就農者数
農業の後継者、担い手の確保の状況を示す指標

人/年 13 24
県が毎年調査をしているもの。

一関農業改良普及センターからのデータによる。

関係機関で構成している、一関地方農林業振興協議会にお

いて、一関地方新規就農者の確保・育成アクションプラン

（Ｒ２ ４）を策定し、新規就農者の確保目標を24人/年と

した。

農林部

2 1 1 農林水産業 2 認定農業者新規認定者数
安定的な農業経営の所得目標を確保できる規模で経

営を行っている、中心的担い手の確保状況を示す指

標

人/年 18 24
市農政課で把握。認定農業者は市で農業経営改善計

画を認定するもの。

上記の根拠として、現在の農業生産面積と生産力を維持す

るために必要な人数として算出していることから、毎年新

しく確保する認定農業者数も同数とした。

新 農林部

3 1 1 農林水産業 3 農業法人数 農業の担い手の確保状況を示す指標 件 74 94
市農政課で把握している認定農業者のうち農業法人

の数

・基盤整備実施地区において、法人化を目指している営農

組織の数 10組織

・その他 10組織

 個人経営→法人、営農組織→法人

農林部

4 1 1 農林水産業 4 農用地の利用集積率 農用地の担い手への集積状況を示す指標 ％ 53.6 85.0 毎年、市農政課で作成し、県に報告しているもの。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（市策

定）において、農用地の利用集積の目標をおおむね85％と

している。

農林部

5 1 1 農林水産業 5 水田整備率

30a区画程度以上に整備された水田の面積割合

農業基盤整備の状況を示す指標

全国、東北、岩手県との比較により整備状況を把握

％ 40.6 43.1
農林水産省で公表する整備率（岩手県で調査）

（公表は２年遅れとなる）

市全体の水田面積 12,300ha

概ね0.5％／年（約60ha）の整備を目指す。

今後の整備地区は中山間地区が多くなるため、整備進捗が

伸び難い状況。

農林部

6 1 1 農林水産業 6 農業振興地域内の農用地 農地が有効に利用されているかの指標 ha 19,239 19,181 一関農業振興地域整備計画農用地利用計画による 国の定める確保すべき農用地等の面積の目標に準ずる 農林部

7 1 1 農林水産業 7 ニューツーリズム実践件数 体験型観光の受け入れ態勢の状況を示す指標 戸件/年 143 158
いちのせきニューツリズム協議会農家民泊受入登録

数
毎年３戸件の増を目指す 農林部

8 1 1 農林水産業 8 ニューツーリズム等による交流人口 体験型旅行の受け入れの状況を示す指標 人/年 773 923 386 県教育旅行実績調査 毎年30人の増を目指す

教育旅行自体の開催自粛により旅行者数が大

幅に減少するため、現状数値の50％減と考え

た。

農林部

9 1 1 農林水産業 9 振興作物（野菜）の作付面積 農業の生産規模（作付面積）を示す指標 ha 72 81 ＪＡいわて平泉データによる ＪＡいわて平泉「販売計画」の目標の伸び率を目指す 新 農林部

10 1 1 農林水産業 10 振興作物（花き）の作付面積 農業の生産規模（作付面積）を示す指標 ha 50 50 ＪＡいわて平泉データによる
ＪＡいわて平泉「販売計画」の目標の伸び率（現状維持）

を目指す
新 農林部

11 1 1 農林水産業 11 和牛子牛出荷頭数 農業の生産規模（出荷量）を示す指標 頭 3,190 2,880 ＪＡいわて平泉データによる 減少傾向であることから減少率を10%程度に止める 農林部

12 1 1 農林水産業 12 ６次産業化事業化件数 6次産業化商品の開発状況を示す指標 件 85 103 一関市農商工連携開発事業費補助金活用実績による 毎年３件の増を目指す 農林部

13 1 1 農林水産業 13 鳥獣による農作物被害面積 鳥獣による農作物被害状況を示す指標 ha 120.8 108.7 野生鳥獣による農作物の被害状況調査による おおむね10％減を目指す

14 1 1 農林水産業 14 間伐実施面積

市内の民有林における間伐の実施面積を示す指標

（二酸化炭素の吸収量の増、水源涵養・土砂災害防

止・生物多様性維持など公益的機能の増進を図る）

ha 213 600
岩手県農林部一関農林振興センターへの照会。

（県が公表する「岩手県林業の指標」の基礎数値）

 岩手県が設定したH25 R2までの間伐目標値、一関市の過去５年

間の実績及び前期基本計画の目標値を踏まえ、前期基本計画と同等

の目標とした。

農林部

15 1 1 農林水産業 15 再造林率
市有林における皆伐後の人工造林の割合

森林資源の循環への取り組み状況を示す指標
％ 15 25

市有林の人工林(針葉樹)皆伐面積及び公有林整備事

業の再造林面積の実績による
おおむね10％増を目指す。 新 農林部

16 1 1 農林水産業 16 燃料用木材生産量

市内で生産される燃料用木材の利活用状況を示す指

標

(単位となるＢＤｔは、水分を除いた木材そのもの

の重量のこと)

ＢＤｔ 30 98 一関地方森林組合へのヒアリング

R1年度末時点でチップボイラー２基、R7年度末時点でチッ

プボイラー４基体制となる。燃料使用量はH30 R1の２基

の稼働実績の平均から算出。生重量から絶乾重量（BDｔ）

へ換算し産出する。

新 農林部

17 1 1 農林水産業 17 森林体験者数
市民の森林体験や森林学習などの参加状況を示す指

標
人/年 1,118 1,340 560

一関市主催事業のほか、一関地方農林業振興協議

会・岩手県緑化推進委員会一関支部・一関地方森林

組合等へのヒアリング

おおむね20％増を目指す

開催規模の縮小、イベントの開催自粛により

体験者数が大幅に減少するため、現状数値の

50％減とした。

新 農林部

18 1 1 農林水産業 18
多面的機能支払制度に取り組む農地

面積

市内で多面的機能支払制度に取り組む農地面積を示

す指標
ha 9,984 10,183 市農政課で把握 おおむね2％増を目指す。 新 農林部

1
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末）
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※コロナウイルスの影響を大きく受ける指標

のみ記入

新指標 担当部

19 1 1 農林水産業 19
多面的機能支払制度に取り組む組織

数

市内で多面的機能支払交付金を受けている取組組織

を示す指標
件 204 199 市農政課で把握

組織統合により減少傾向であることから減少率を2%程度に

止める
新 農林部

20 1 2 工業 1
（公財）岩手県南技術研究センター

試験分析件数
高い品質を求める姿勢の高まりを読みとる指標 件 1,125 1,100 （公財）岩手県南技術研究センター実績調査による 毎年、同程度の試験分析件数を目指す 商工労働部

21 1 2 工業 2 製造業の製造品出荷額 企業の生産状況を示す指標 億円 2,095 2,150 工業統計調査 おおむね３％増を目指す 商工労働部

22 1 2 工業 3 市が行う人材育成事業の受講者数

（公財）岩手県南技術研究センターが実施する「も

のづくり人材育成事業」における講座へ参加人数を

示す指標

人 60 70 （公財）岩手県南技術研究センター実績調査による 毎年、募集人数の約９割、70人の参加者数を目指す 新 商工労働部

23 1 2 工業 4 新製品・新技術開発の件数
新製品開発における技術力、研究開発力の向上等を

目指す姿勢の高まりを読み取る指標
件 1 3

・（公財）岩手県南技術研究センターや（独）国立

高等専門学校機構一関工業高等専門学校及び市補助

事業などの実績調査による

毎年3件の実績を目指す 新 商工労働部

24 1 2 工業 5 誘致企業数 就労の場の増加を示す指標 社 25 37 実績による 毎年２社の増を目指す 商工労働部

25 1 3 商業・サービス業 1 市等制度資金利用件数 中小企業の融資による経営強化と安定化を表す指標 件 362 398
実績による

（中小企業振興資金年度末時点の貸付件数）
概ね10％増を目指す 商工労働部

26 1 3 商業・サービス業 2 商店街空き店舗入居件数 商店街の活性化対策の効果を示す指標 件／年 6 6

実績による

毎年３月実施の空き店舗調査による中心市街地の新

規入居件数

現状維持を目指す 新 商工労働部

27 1 3 商業・サービス業 3
市補助金を活用したまちなかイベン

トの来場者数
商店街の活性化対策の効果の示す指標 人 77,368 85,000 77,400

実績による

（商店街にぎわい創出事業イベントの来場者数）
概ね10％増を目指す

新型コロナウイルス感染症の影響を5年かけて

Ｒ元年度の数値への回復を目指す。
新 商工労働部

28 1 3 商業・サービス業 4 市の施策による起業者数 起業の活発さを示す指標 人 12 30
実績による

（起業応援講座受講者の起業件数）

Ｒ元年度を基準値として、毎年度3人増を目指す（３人増／

年）
新 商工労働部

29 1 4 雇用 1 新規高卒者の管内就職率 若者の地元定着状況を示す指標 ％ 46.7 55.0 ハローワークの職業紹介状況により集計
管内就職率55％を目指す

（現状 R02年3月卒、目標 R08年3月卒）
商工労働部

30 1 4 雇用 2 職業訓練施設における訓練受講者数
職業訓練施設を活用した労働者の技能習得及び職業

能力開発訓練の機会の拡充を示す指標
人/年 2,133 2,240 各施設報告により集計 おおむね5％増を目指す 商工労働部

31 1 5 観光 1 観光入込客数 観光業の振興対策の状況を示す指標
万人回

／年
221 232 221 各施設などからの報告による Ｒ元年度を基準として、５％増を目指す。

新型コロナウイルス感染症の影響を5年かけて

Ｒ元年度の数値への回復を目指す。
商工労働部

32 1 5 観光 2 宿泊者数 観光業の振興対策の状況を示す指標
万人／

年
7 7 7 各施設などからの報告による Ｒ元年度を基準として、５％増を目指す。

新型コロナウイルス感染症の影響を5年かけて

Ｒ元年度の数値への回復を目指す。
商工労働部

33 1 5 観光 3 一関温泉郷入込客数 観光業の振興対策の状況を示す指数
万人回

／年
21 22 21 温泉郷各施設からの報告による Ｒ元年度を基準として、５％増を目指す。

新型コロナウイルス感染症の影響を5年かけて

Ｒ元年度の数値への回復を目指す。
商工労働部

34 1 5 観光 4 教育旅行入込客数 体験型観光の振興対策の状況を示す指標
人回／

年
9,478

9,951

9,952
9,478 各施設などからの報告による Ｒ元年度を基準として、５％増を目指す。

新型コロナウイルス感染症の影響を5年かけて

Ｒ元年度の数値への回復を目指す。
商工労働部

35 1 5 観光 5 観光ボランティア登録者数 観光客の受け入れ態勢の状況を示す指標 人 75
75

79
各団体の会員数

R元年度を基準として、５％増を目指す。

現状維持を目指す。
現状維持を目指す。 商工労働部

36 1 5 観光 6 外国人観光入込客数 観光客の受け入れ態勢の状況を示す指標
人回／

年
42,785 44,924 42,785 各施設などからの報告による Ｒ元年度を基準として、５％増を目指す。

新型コロナウイルス感染症の影響を5年かけて

Ｒ元年度の数値への回復を目指す。
商工労働部

37 1 5 観光 7 骨寺村荘園交流施設利用者数 骨寺村荘園遺跡への来訪者数を示す指標 人／年 27,638
30,700

29,010

26,100

24,650

骨寺村荘園交流館、休憩所の利用者数

（施設からの報告により把握）

Ｒ元年度を基準として、概ね５％増を目指す。

過去５年間の平均参加者数の8％増加を目指す

平均参加利用者 28,431人（Ｈ27 R元）

最大利用者 30,304人（Ｈ27）

最少参加者 26,868人（H29）

（Ｒ元年度を基準、毎年2％の増加を目指す）

目標数値の85％

（R2.4 6月減少割合参考）
教育部

38 2 1
都市間交流・国際交

流
1 国内他自治体との交流事業の件数

都市間交流の実施および市民の交流への参加機

会を提供できているかを示すものであり、交流

事業の推進につながる指標

件 48 54 5 交流事業所管課（庁内）への照会、集計
現在の交流事業を継続しつつ、新たな交流事業を創出

（毎年１つ新規交流事業を創出）

人的移動を伴う交流は実施が難しいた

め、オンラインを活用した交流を検討す

る。田辺市、三春町、吉川市、新宮市、

岩沼市×１事業を想定。

新 まちづくり推進部

2
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39 2 1
都市間交流・国際交

流
2

一関市国際交流協会への相談件数

（外国人含む）

生活等に困っている状況および相談をするため

の環境を提供できているかを示すものであり、

外国人にやさしいまちづくりにつながる指標

件 0 180 一関市国際交流協会からの月例報告、集計

１ヶ月15件

（北上市、奥州市では現状で月10件 20件の相談を

受け付けている）

新 まちづくり推進部

40 2 1
都市間交流・国際交

流
3 多文化共生事業への参加者数

多文化共生社会の形成に係る市民の関心度を示

すものであり、市民の国際化意識の醸成と国際

理解につながる指標

人 59 80 30 事業参加者の集計 事業回数４回×参加者数20名

Ｒ2は、コロナ対策を講じ、30名規模で

の実施とすることを踏まえ、Ｒ２の規模

の数値を想定。

新 まちづくり推進部

41 2 2 道路 1 市道改良率 市道の整備状況を示す指標 ％ 55.9 56.9 市道台帳データによる おおむね1.0ポイント増を目指す 建設部

42 2 2 道路 2 市道舗装率 市道の整備状況を示す指標 ％ 54.3 55.7 市道台帳データによる おおむね1.4ポイント増を目指す 建設部

43 2 2 道路 3
健全性診断で「早期措置段階」と判

定された橋梁数
市道の管理状況を示す指標 橋 61 0 橋梁定期点検結果、修繕工事実績による

健全性の診断により、Ｒ元年度末時点で「早期措置段階」

と判定された橋梁を修繕工事により解消する。
新 建設部

44 2 3 公共交通 1 拠点間を結ぶ路線バスの乗車人数
路線バスの利用状況を示すものであり、路線維

持に直接的につながる指標
人 181,801 218,000 163,000

①一関花泉線、②げいび渓線、③本郷線（以

上、岩手県交通）、④千厩花泉線、大原上内野

線他大原 摺沢駅間の路線、⑥藤沢一関線（以

上、市営バス）の年間乗車人数。

一関市地域公共交通網形成計画において、R5年度末の

目標数値を218,000人と定めており、これをＲ７まで

維持する。

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、利用者数の半減が６か月間続いた場

合を想定。

218,000人－（218,000人×1/2×6か月

/12か月）＝163,500人

新 まちづくり推進部

45 2 3 公共交通 2
市営バス、廃止路線代替バス、デマ

ンド型乗合タクシーの利用率

路線バスの利用状況を示すものであり、路線維

持に直接的につながる指標
％ 118.82 136.00 102.00

市人口に対する、市営バス、廃止路線代替バ

ス、デマンド型乗合タクシーの年間利用者数の

割合

一関市地域公共交通網形成計画において、R5年度末の

目標数値を136.00%と定めており、これをＲ７まで

維持する。

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、利用者数の半減が６か月間続いた場

合を想定。

136%－（136%×1/2×6か月/12か月）

＝102％

新 まちづくり推進部

46 2 3 公共交通 3
一ノ関駅乗車数（１日当たりの乗車

数）

鉄道の利用状況を示すものであり、鉄道の利便

性向上につながる指標
人 4,312 4,300 3,773 JR東日本が公開する駅別乗車人員 R1年度末の水準の維持を目指すもの。

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、利用者数の25%減少が６か月間続い

た場合を想定。

4,312人－（4,312人×0.25×6か月/12

か月）＝3,773人

まちづくり推進部

47 2 4 地域情報化 1 FTTH利用可能世帯率 市民の情報通信環境の整備状況を示す指標 ％

89.33％

（Ｈ30年度末時

点）

100%
総務省「ブロードバンド基盤整備率調査」の調査結

果

R2 3年度に市内の光ファイバの未提供エリアにおいて、

光ファイバ整備の予定のため。
新 総務部

48 2 4 地域情報化 2
市の公式ホームページのアクセス件

数

市の公式ホームページを何人の人がアクセスしてい

るのかを定期的に把握することで、情報の発信力を

把握できる指標

件 2,121,786 2,252,319 市の公式ホームページから確認 年１パーセント増 市長公室

49 2 5 地域づくり 1
自治会等活動費総合補助金活用団体

の割合

地域が主体となった地域づくりの推進を示す指

標
％ 91% 95% 自治会等活動費総合補助金交付実績による 1地域あたり3団体の利用増を目標とする。 新 まちづくり推進部

50 2 6
移住定住、関係人

口、結婚支援
1

移住定住環境整備事業等を活用して

移住した移住者数

転勤などによる転入とは別に、移住（永住に近

い転入）した人を把握できる指標
人/年 149 165

移住者住宅取得補助金、空き家バンク制度など

を活用して移住した人の数を把握する。
10%の増を目指す。 新 まちづくり推進部

51 2 6
移住定住、関係人

口、結婚支援
2 いちのせきファンクラブの会員数

関係人口創出として、意志を持って一関市に関

わろうとする人の人数を把握することができる

指標

人 104 250 直近前年度の数値とする。
ファンクラブ会員に申込のあった人数を把握す

る。

直近5年の新規申込者数は約27人となっている。

特典の見直しなどによる増を見込み、毎年30人の新規

申込増を目標とする。

コロナウイルスの影響により新規会員の

募集ができないことを想定し前年度実績

を目標とする。

新 まちづくり推進部

52 2 6
移住定住、関係人

口、結婚支援
3 結婚祝金交付件数

当市の婚活事業による成婚数を把握することが

できる指標
件/年 3 5 結婚祝金の交付件数により把握する。

直近５年間は２ ３件/年にとどまっており、前期目

標である年間5件が未達であり、後期も５件/年と設定

する。

まちづくり推進部

3
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53 3 1 子育て 1
ファミリー・サポート・センター会

員登録者数

利用者を増やすためには、保護者の様々なニーズに

対応できる会員の増加が重要なことから、会員数を

把握する指標

人 647 860 年度ごとの集計実績による
第二期子ども・子育て支援事業計画に基づき、概ね年６％

増を目指す
新 保健福祉部

54 3 1 子育て 2 妊婦健康診査受診率

定期的に健康診査を受けているかどうかの確認は、

妊婦の生活状況などを把握する指標
％ 81.3 85 健康診査受診済の受診票の数

出産日が予定日より早まることが多くみられることなどに

より、妊娠後期の受診率が下がるため、85％の受診率を目

標とする。

保健福祉部

55 3 1 子育て 3 産婦健康診査受診率

産婦健康診査受診時にEPDSの検査を併せて行って

おり、健康診査を受けることにより、産婦の心身の

状況が把握できる指標

％ 97.5 100 健康診査受診済の受診票の数
産後の支援の必要性を把握するため、100％の受診率を目標

とする。
新 保健福祉部

56 3 1 子育て 4 子育てひろば利用人数

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を提供し、子

育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行

い子どもを産み育てやすい環境づくりを示す指標

人 1,603 1,600 900 子育て支援ひろば及びおやこ広場の利用人数の累計
出生率の減少及び就園率の増加を加味して子育てひろば利

用人数は減少しているが、現状維持を目指す。

R2.4~R2.8までのコロナ禍での子育てひろば

月平均利用人数を使用
新 保健福祉部

57 3 1 子育て 5 認定こども園数
保育者の選択肢を広げ、ニーズの増加と教育・保育

ニーズの多様化に対応するために把握する指標
園 17 21 年度ごとの集計実績による

各地域に１園以上の設置を目指す

認定こども園化の意向のある園を支援する
保健福祉部

58 3 1 子育て 6 待機児童数 保護者の保育所等へのニーズを把握するための指標 人 18 0 毎月の集計実績による
第二期子ども・子育て支援事業計画に基づき年度途中の入

所希望者についても入所できる体制を目指す
保健福祉部

59 3 1 子育て 7 放課後児童クラブ設置数
保護者の放課後児童クラブへのニーズを把握するた

めの指標
件 19 22 年度ごとの集計実績による 各小学校区に１クラブ以上設置を目指す 新 保健福祉部

60 3 2
義務教育・高等教育

等
1

全国学力、学習状況調査の小学校算

数の正答率（全国平均を100とした

ときの割合）

児童の算数の学習定着度の状況について、全国や県

の定着状況と比較し、客観的に把握できる指標
％ 97.6 100 全国学力・学習状況調査 全国平均に並ぶ 教育部

61 3 2
義務教育・高等教育

等
2

全国学力、学習状況調査の中学校数

学の正答率（全国平均を100とした

ときの割合）

生徒の数学の学習定着度の状況について、全国や県

の定着状況と比較し、客観的に把握できる指標
％ 91.9 100 全国学力・学習状況調査 全国平均に並ぶ 教育部

62 3 2
義務教育・高等教育

等
3

国の「学校における教育の情報化の

実態等に関する調査」における小学

校教員のＩＣＴ活用指導力の実態

（児童のICT機器活用を指導する能

力）の肯定回答の割合

児童の情報活用能力の育成する人的環境について把

握できる指標
％ 67.0 80

学校における教育の情報化の実態等に関する調査

（文部科学省調査）

３ 教員のＩＣＴ活用指導力等の実態

 Ｃ 児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力

  →4項目の肯定回答の割合の平均値

ＧＩＧＡスクール構想により、児童1人ひとりにタブレット

が新たに整備される。機器活用について、８割以上の教員

が指導できる状態を目指すもの。

新 教育部

63 3 2
義務教育・高等教育

等
4

国の「学校における教育の情報化の

実態等に関する調査」における中学

校教員のＩＣＴ活用指導力の実態

（生徒のICT機器活用を指導する能

力）の肯定回答の割合

生徒の情報活用能力の育成する人的環境について把

握できる指標
％ 61.4 80

学校における教育の情報化の実態等に関する調査

（文部科学省調査）

３ 教員のＩＣＴ活用指導力等の実態

 Ｃ 児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力

  →4項目の肯定回答の割合の平均値

ＧＩＧＡスクール構想により、生徒1人ひとりにタブレット

が新たに整備される。機器活用について、８割以上の教員

が指導できる状態を目指すもの。

新 教育部

64 3 2
義務教育・高等教育

等
5 小中学校数

規模適正化を目的とした学校統合の進捗状況を示す

指標
校 44 36 年度末の実数

既に決まっている学校統合により減少する学校数及び現在

企図している学校統合により減少する学校数を見込んだ学

校数

新 教育部

65 3 3 青少年の健全育成 1
全児童数に占める放課後子ども教室

の登録児童数の割合
学びの意欲化を図る指標 ％ 20 25 放課後子ども教室参加者数 ５％の増を目指す 新 まちづくり推進部
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66 3 3 青少年の健全育成 2
20歳以上36歳以下の勤労青少年ホー

ムの登録者数
学びの意欲化を図る指標 人 141 150 勤労青少年ホーム利用者数 ５％の増を目指す 新 まちづくり推進部

67 3 4 生涯学習 1
市民センターにおける社会教育主事

の資格取得者数
社会教育事業の充実度を図る指標 人/年 0 15 社会主事講習受講支援補助金交付団体数 毎年３人の増を目指す 新 まちづくり推進部

68 3 4 生涯学習 2
１人あたりの市民センターの生涯学

習活動参加回数
市民の生涯学習活動状況を示す指標 回 6 8 市民センター事業参加者数 2回の増を目指す 新 まちづくり推進部

69 3 4 生涯学習 3
図書館利用者登録者の率（％）人口

に占める割合
市民全体の読書意欲を測る指標 ％

0.5

50
0.6

55

図書館利用登録者数の実績による（図書館システム

により把握）
一関市立図書館振興計画（Ｈ28 Ｒ7）より 新 教育部

70 3 4 生涯学習 4 博物館入館者数
博物館展示を観覧することを通じて、文化・歴史に

触れ学ぶ機会を示す指標
人 13,970 14,400 4,300 実績による 月平均1,200人の入館を目指す 通常時のおおむね30％ 教育部

71 3 4 生涯学習 5 博物館講座、体験学習等参加者数
博物館講座、体験学習、出前講座等に参加すること

を通じて、文化・歴史に触れ学ぶ機会を示す指標
人 3,820 4,000 2,400 実績による おおむね5％増を目指す 通常時のおおむね60％ 新 教育部

72 3 5
文化芸術、スポーツ

レクリエーション
1

１人あたりの文化センターの利用回

数
芸術文化活動の活動状況を示す指標 回 1.40 2 実績による 10%の増を目指す。 新 まちづくり推進部

73 3 5
文化芸術、スポーツ

レクリエーション
2

市の委託事業であるスポーツ教室等

への市民の参加率
市民のスポーツ活動の取組状況を示す指標 ％ 13 19

指定管理者からの事業実績報告及び人口統計に

よる

H30年度の実績（17％）に対し、おおむね10％増を

目指す
新 まちづくり推進部

74 3 5
文化芸術、スポーツ

レクリエーション
3 1人あたりの市スポーツ施設利用回数 市スポーツ施設の活用状況を示す指標 回 6 8

指定管理者からの施設利用状況報告及び人口統

計による
H30年度の実績（７回）に対し、１回増を目指す 新 まちづくり推進部

75 3 5
文化芸術、スポーツ

レクリエーション
4

市外の選手も参加するスポーツ大会

参加者数

スポーツを通じた地域活性及び地域交流の状況

を示す指標
人 23,294 31,320

共催・後援に係る事業実績報告、各種大会開催

補助金・負担金に係る実績報告等による

H30年度の実績（28,473人）に対し、おおむね10％

増を目指す
まちづくり推進部

76 3 6 人権、男女共同参画 1
中学校を対象とした人権啓発事業の

実施回数
子どもへの人権教育・啓発の取り組みを示す指標 回 6 40 実績による 毎年５ ６校での実施を目指す 新 保健福祉部

77 3 6 人権、男女共同参画 2 男女共同参画サポーター数

男女共同参画推進のリーダー的な役割を担うサ

ポーター数が増えることは、地域への普及啓発

につながる指標

人 75人 90人
県が実施する男女共同参画サポーター養成講座

の受講者（認定者）数。

直近5年では平均で3人が新規サポーターとなっている

ことから、継続的に年３人増やすことを目標とし、最

終年度で90人を目標とする。

まちづくり推進部

78 3 6 人権、男女共同参画 3

男女それぞれの委員数が委員定数

40％以上である審議会数の全審議会

等に対する割合

市の組織から意思決定過程などへの女性の参画

を実現させることは、地域への波及効果が期待

できる指標

％ 48.9% 60.0%
市の審議会委員などの状況調査によって把握す

る。

前期目標60％に対し、現状48.90％と未達であり、後

期も60％と設定するもの。
まちづくり推進部

79 3 7
文化財の保護、地域

文化の伝承
1 文化財標柱、解説板設置数

遺跡や文化財の概要、特徴を誰もが現地で見て分か

る状態を示す指標
基 170 220

文化財標柱・解説板設置数の実績値で把握（Ｈ21 

累計）

標柱は遺跡の破壊防止や文化財保存の目的に効果的と考え

られ、解説板は文化財を分かりやすく周知する点で地域で

の活用に効果的と考える。

想定は、標柱 各地域１基、解説板２基の計10基を年間で

整備するもの

教育部

80 3 7
文化財の保護、地域

文化の伝承
2 民俗芸能の伝承を行う団体数 地域文化を代表する民俗芸能の伝承状況を示す指標 団体 57 57 毎年実施する民俗芸能団体数調査結果による

現在、伝承されている民俗芸能が今後も途絶えずに伝承さ

れていくことを目標とするもの。
新 教育部
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81 3 8
骨寺村荘園遺跡の保

護
1

小区画水田を利用した体験交流会へ

の参加者数
骨寺村荘園遺跡の保全活動支援者数を示す指標 人／年 329

400

390

160

150

田植え、稲刈り体験交流会の参加者数

（本寺地区地域づくり推進協議会からの報告により

把握）

Ｒ元年度を基準として、概ね20％増を目指す。

過去５年間の平均参加者数の3％増加を目指す

平均参加者 386人（Ｈ27 R元）

最大参加者 432人（H27）

最少参加者 329人（R1）

目標数値の概ね40％

（地元住民、関係機関等のみの参加を想定）
教育部

82 3 8
骨寺村荘園遺跡の保

護
2 土水路整備作業への参加者数 骨寺村荘園遺跡の保全活動支援者数を示す指標 人／年 307

340

320

140

120

土水路整備作業への参加者数

（本寺地区地域づくり推進協議会からの報告により

把握）

Ｒ元年度を基準として、概ね5％増を目指す。

過去５年間の平均参加者数の5％増加を目指す

平均参加者 323人（Ｈ27 R元）

最大参加者 341人（Ｈ29）

最少参加者 307人（R元）

目標数値の概ね40％

（地元住民、関係機関等のみの参加を想定）
新 教育部

83 3 8
骨寺村荘園遺跡の保

護
3 骨寺村荘園交流施設利用者数

骨寺村荘園遺跡への来訪者数を示す指標

骨寺村荘園遺跡に関する理解を深めた人数を示す指

標

人／年 27,638
30,700

29,010

26,100

24,650

骨寺村荘園交流館、休憩所の利用者数

（施設からの報告により把握）

Ｒ元年度を基準として、概ね５％増を目指す。

過去５年間の平均参加者数の8％増加を目指す

平均参加利用者 28,431人（Ｈ27 R元）

最大利用者 30,304人（Ｈ27）

最少参加者 26,868人（H29）

（Ｒ元年度を基準、毎年2％の増加を目指す）

目標数値の85％

（R2.4 6月減少割合参考）
教育部

84 4 1 自然環境・環境保全 1
環境基準の類型指定河川における基

準値未達成河川数（BOD値）

国・県が指定する類型河川（北上川、磐井川、千厩

川、砂鉄川、有馬川、金流川、久保川、猿沢川、黄

海川）の水質状況を示す指標

河川 ー 0 県河川水質測定結果による
すべての類型指定河川で水質基準（ＢＯＤ値）の達成を維

持する
市民環境部

85 4 1 自然環境・環境保全 2 環境保全協定締結件数
環境汚染の未然防止及び環境保全に関する取組状況

を示す指標
件 169 （検討中） 実績による （協定数を精査中につき、追って報告します。） 市民環境部

86 4 2 公園 1 １人当たりの公園面積

良好な都市景観の形成、環境の改善、防災性の向上

など、公園が周囲の都市環境に与える効果の向上を

図る指標

㎡/人 16.1 17.1
市が管理する都市公園、市公園の開設面積／住基人

口
1.0ポイントの増を目指す 建設部

87 4 3
資源、エネルギー循

環型社会
1 CO2排出量 地球温暖化対策の取組状況を示す指標 CO2 ー 636,351 統計データによる 国の地球温暖化対策計画の中期目標より試算 市民環境部

88 4 3
資源、エネルギー循

環型社会
2

太陽光発電システム（10kw未満）導

入件数
設置状況を示す指標 件 2,864 4,728 資源エネルギー庁のホームページから 国の地球温暖化対策計画の中期目標より試算 市民環境部

89 4 3
資源、エネルギー循

環型社会
3

１人１日当たりの排出量（一般廃棄

物）

清掃センターで処理した廃棄物及び資源物の総量及

び市の事業により把握する資源物の総量を市民一人

当たりの状況を示す数値

g （確認中） （検討中）

一般廃棄物処理事業実態調査（環境省調査）によ

る。現時点で把握できる数値は、平成30年度末時点

の数値となる。（828g）

令和３年度に策定する廃棄物減量等基本計画において改め

て目標を定めるもの
市民環境部

90 4 3
資源、エネルギー循

環型社会
4 リサイクル率

清掃センターで処理した廃棄物及び資源物の総量及

び市の事業により把握する資源物の総量と資源化量

（資源物の量等）を比較した割合を示す指標

％ （確認中） （検討中）

一般廃棄物処理事業実態調査（環境省調査）によ

る。現時点で把握できる数値は、平成30年度末時点

の数値となる。（16.8%）

令和３年度に策定する廃棄物減量等基本計画において改め

て目標を定めるもの
市民環境部

91 4 4 住環境、景観 1 長期優良住宅認定率

長期優良住宅認定制度を活用することにより税制の

優遇等を受けられ、長く住み続けられる住宅の戸数

を増やすことにより良好な住環境の整備を推進する

指標

％ 20.1 21.9
市内の住宅の確認件数に対する長期優良住宅の認定

戸数
1.8ポイントの増を目指す 建設部

92 4 4 住環境、景観 2 景観まちづくり賞の表彰数

良好な景観を形成し、景観の指針の模範となる建築

物の表彰や、景観保全等に係る活動に対し表彰する

ことで、景観に対し興味を持ってもらい、実践に結

び付けることを把握する指標

団体 4.0 ５件 景観まちづくり賞の応募件数と表彰件数。 毎年度５件を目標に表彰を行う。 新 建設部
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93 4 5 上水道 1 基幹管路耐震適合率 災害時における水道施設の強靭性を示す指標 ％ 45.7 50.5
水道統計が基礎。数値把握及び算出が比較的容易で

ある。国の国土強靭化計画の指標項目でもある。

耐震化適合基幹管路延長（導水管＋送水管）÷基幹管路総延

長（190,417ｍ＝令和元年度から令和10年度まで固定）

 水道施設整備計画において令和元年度から令和10年度ま

でに導水管（2,250ｍ）と送水管（11,000ｍ）を合わせて

13,250ｍの耐震化を図ることとしており、耐震化適合済基

幹管路延長は平成30年度時点の87,000ｍと合わせて

100,250ｍになる見込みである。

 実際の管路整備は他の水道施設や道路の工事の状況など

の影響を受けるため推計が難しいことから、令和10年度に

おける目標の達成に向けて令和元年度から前年度比1.43％

の割合で耐震化を進めるものと仮定し、その場合の令和７

年度における耐震化適合済管路延長の推計値（96,091ｍ）

を基幹管路総延長で除したもの。（96,091÷190,417×100

＝50.46％）

 一関市国土強靭化地域計画（令和２年３月策定）の指標

にも設定している。

新 上下水道部

94 4 6 下水道 1 汚水処理人口普及率
下水道等による生活排水処理が可能な状況を示す指

標
％ 67.4 82.1

農林水産省、国土交通省及び環境省の三省合同で調

査する汚水処理人口の普及状況調査による

平成28年度に策定した一関市汚水処理計画で示す目標値

（最終目標令和８年度84.2％）
上下水道部

95 5 1 医療 1 医療介護従事者修学資金貸付
修学生の確保を目標とし、年度ごとに新規に貸付が

決定した修学生の数を示す指標
人 14 15 修学資金の貸付実績

募集定員の確保（医師１人、助産師又は看護師６人、准看

護師５人、歯科衛生士３人）
保健福祉部

96 5 2 地域福祉 1
福祉教育に関する講座を実施した小

中学校の割合

子どもへの福祉教育や相互理解への取り組みを示す

指標
％ 93.1 100.0 実績による 全小中学校での実施を目指す 保健福祉部

97 5 2 地域福祉 2
権利擁護や成年後見制度に関する研

修会に参加した人数

権利擁護や成年後見制度の理解を深めるため研修会

を開催し、参加者数を示す指標
人 0 100 参加実績による 市民を対象に年１回の開催を目指す 新 保健福祉部

98 5 2 地域福祉 3

生活保護自立支援プログラムを活用

し、就労開始や生活が改善された被

保護世帯の割合

生活保護世帯のうち就労や年金等を受給したことな

どにより、経済的安定が図られたこと、また、様々

な生活上の課題解決が図られことが把握できる指標

（失業、生活上の課題を抱えている人の改善割合）

％ 59 64

実績から

※生活保護世帯のうち、求職活動中の人、年金等の

手続きが自分では難しい人、その他、様々な生活上

の課題等を抱えている人で支援が必要が人（生活保

護自立支援プログラム参加者）で、支援の結果、課

題が解決した人の割合

生活保護自立支援プログラムを活用し、就労開始や生活が

改善された被保護世帯の割合の過去５年平均（59％）に年

１%増

新 保健福祉部

99 5 3 高齢者福祉 1 介護予防事業実施団体数

住民主体の介護予防事業を週一回以上開催している

週イチ倶楽部、通所型サービスB実施団体数を示す

指標

団体 67 83 75

年度末の実施団体数により把握する。

介護予防をより効率的に行うためには週１回以上の

開催が望ましいと考えるため。

各地区２団体の増加を目指す。 各地区２団体の増加を目指す。 新 保健福祉部

100 5 3 高齢者福祉 2 生活支援コーディネーターの配置数

生活支援コーディネーターは、地域の課題や地域資

源をみつけその課題の解決に向けて地域の住民の方

と一緒に解決していくことを目的としており、地域

包括システムを進めるため、日常生活圏域での配置

数を示す指標

人 5 8
日常生活圏域が８圏域に区分けされており、配置数

により把握する。
日常生活圏域ごとに１名の配置を目指す。 新 保健福祉部

101 5 2 高齢者福祉 3 認知症サポーターの養成者数

認知症についての正しい理解を普及することによ

り、認知症になっても住み慣れた地域で生活が続け

られるよう、認知症サポーター養成講座受講者数を

示す指標

人 10,273 15,000 13,000 認知症サポーター養成講座受講者数の累計
認知症サポーター養成講座受講者数

年800人×6年間＝4,800人

認知症サポーター養成講座受講者数

年500人×6年間＝3,000人
新 保健福祉部

102 5 3 高齢者福祉 4 シニア活動プラザ利用者数
元気な高齢者の社会参加、社会貢献活動を支援して

いるシニア活動プラザの利用者数を示す指標
人 9,615 10,000 5,700

シニア活動プラザの年間利用者数

委託先である一関社会福祉協議会による集計

研修室利用月700人×12ケ月=8,400人

各種講座参加者  1,000人

シニアフェスタ  600人   計10,000人

研修室利用月  400人×12ケ月=4,800人

各種講座参加者  500人

シニアフェスタ  400人   計5,700人

保健福祉部

103 5 4 障がい者福祉 1 相談支援事業所数 相談状況を示す指標 事業所 10 11 実績による 1事業所の増を目指す 保健福祉部

104 5 4 障がい者福祉 2 児童発達支援サービス利用者の割合 児童発達支援サービス利用者数を示す指標 ％ 3.8 4
実績による（児童発達支援サービス利用者数／未就

学者数）
おおむね0.2％増を目指す 保健福祉部

105 5 4 障がい者福祉 3 福祉施設から一般就労への移行者数 障がい者の就労支援を示す指標 人 6 10 実績による おおむね60％増を目指す 保健福祉部
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106 5 4 障がい者福祉 4
障害福祉サービス（日中活動系）の

利用者数
障がい者への地域支援を示す指標 人 1,109 1,259 実績による 毎年25人の増を目指す 保健福祉部

107 5 4 障がい者福祉 5 障がい者福祉まつりの参加者数 障がい者との交流イベントへの参加状況を示す指標 人 1,800 1,920 実績による 毎年20人の増を目指す 保健福祉部

108 5 5 健康づくり 1 胃がん健診受診率
がんの予防と早期発見・早期治療の促進を図る取組

の指標
％ 31.5 50 地域保健・健康増進報告

第３期がん対策基本計画

健康いちのせき21計画（第二次）
保健福祉部

109 5 5 健康づくり 2 子宮がん検診受診率
がんの予防と早期発見・早期治療の促進を図る取組

の指標
％ 26.5 50 地域保健・健康増進報告

第３期がん対策基本計画

健康いちのせき21計画（第二次）
保健福祉部

110 5 5 健康づくり 3 肺がん検診受診率
がんの予防と早期発見・早期治療の促進を図る取組

の指標
％ 30.9 50 地域保健・健康増進報告

第３期がん対策基本計画

健康いちのせき21計画（第二次）
保健福祉部

111 5 5 健康づくり 4 乳がん検診受診率
がんの予防と早期発見・早期治療の促進を図る取組

の指標
％ 38.3 50 地域保健・健康増進報告

第３期がん対策基本計画

健康いちのせき21計画（第二次）
保健福祉部

112 5 5 健康づくり 5 大腸がん検診受診率
がんの予防と早期発見・早期治療の促進を図る取組

の指標
％ 29.2 50 地域保健・健康増進報告

第３期がん対策基本計画

健康いちのせき21計画（第二次）
保健福祉部

113 5 5 健康づくり 6 特定健診受診率
生活習慣を見直し、生活習慣病の早期発見・早期治

療につなげる取組の指標
％ 44.2 60 法定報告

一関市国民健康保険第２期保健事業実施計画

第３期特定健康診査等実施計画
保健福祉部

114 5 5 健康づくり 7 特定保健指導実施率
生活習慣を見直し、生活習慣病の早期発見・早期治

療につなげる取組の指標
％ 6.5 60 法定報告

健康いちのせき21計画（第二次）

一関市国民健康保険第２期保健事業実施計画

第３期特定健康診査等実施計画

新 保健福祉部

115 5 5 健康づくり 8

特定健診結果の要医療者（糖尿病性

腎症の重症化予防事業）における医

療機関受診率

要医療者が確実に受診し、糖尿病性腎症の発症や重

症化を予防する取組の指標
％ 70.7 85

血糖・血清クレアチニンの要医療者の医療機関受診

者の割合

健康いちのせき21計画（第二次）

一関市国民健康保険第２期保健事業実施計画

第３期特定健康診査等実施計画

新 保健福祉部

116 5 6 防災 1
コミュニティＦＭ放送で災害情報や

緊急情報を聴いたことがある世帯

聴取実態調査により、市の災害時の防災情報などの

緊急情報がどの程度伝わったかを知ることが把握で

きる指標

％ 65.8 68.8 コミュニティFM聴取調査の結果による 年１パーセント増 新 市長公室

117 5 6 防災 2
コミュニティＦＭ放送を聴いている

世帯

聴取実態調査により、市の行政情報や災害時の防災

情報などの緊急情報がどの程度伝わったかを知るこ

とが把握できる指標

％ 72.1 78.1 コミュニティFM聴取調査の結果による 年１パーセント増 市長公室

118 5 6 防災 3 専用ラジオを設置している世帯

聴取実態調査により、市の行政情報や災害時の防災

情報などの緊急情報がどの程度伝わったかを知るこ

とが把握できる指標

％ 77.7 83.7 コミュニティFM聴取調査の結果による 年１パーセント増 新 市長公室

119 5 6 防災 4 防災指導員数

災害に強いまちづくりを進めるにあたり、防災・減

災対策の強化を図るため、住民への防災指導が必要

であることから、防災指導員数を指標とすること

で、自助・共助による地域防災力向上の推進を把握

できる指標

人 101 160

一関市防災指導員養成講習を毎年度開催しており、

全６回の講習すべてを受講し修了したものを防災指

導員として認定している。

令和２年３月において、市内の自主防災組織は323組織あ

り、その半数である160人を目標に防災指導員を養成する考

えで設定している。

※自主防災組織間の連携と地域での情報の共有を図ること

を目的としているため、２組織に１人は防災指導員を養成

したいと考えている。

新 消防本部
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【資料№33】
令和２年10月23日（金）

第４回一関市総合計画審議会
○ 後期基本計画「主な指標」項目一覧表

№
分

野

基

本

計

画

分

野

分野名

指

標

№

①指標項目名

②指標の説明

（その指標項目を指標とすることで把握できるもの

は何か、どんな課題に対応している指標かを記入）

③単位
④現状数値

（Ｒ元年度末）

⑤目標数値（Ｒ７年度

末）

⑥目標数値（Ｒ7年度末）

※コロナウイルスの影響を

大きく受ける指標のみこち

らも記入

※コロナウイルスの影響を

踏まえた場合の数値

⑦数値把握の方法

（把握方法、根拠の出所を具体的に記入）

⑧目標設定の考え方（⑤の目標指標について）

（目標値の考え方、計算根拠等を記入）

⑨目標設定の考え方（⑥の目標指標につい

て）

（目標値の考え方、計算根拠等を記入）

※コロナウイルスの影響を大きく受ける指標

のみ記入

新指標 担当部

120 5 7 消防、救急、救助 1
普通救命講習、上級救命講習及び救

命入門コースの修了者数

自動体外式除細動器（AED）を活用した心肺蘇生法

が実施出来る市民の増やすことにより救命率の向上

を図るための指標

人 67,693 83,000
AEDの使用方法を含む講習の普通救命講習、上級救

命講習及び救命入門コースの修了者数を把握

目標値 一関市人口の８割とする

 104,566人（令和７年推定人口）×0.8＝83,652人

目標値の根拠 令和７年推定人口104,566人のうち、バイ

スタンダ―として対応できない人口を除外する。

①０歳 14歳10,727人を除外（令和７年推定人口）

②後期高齢者（75歳以上のうち）は、管内のバイスタン

ダーＣＰＲ実施率が概ね50％であることから後期高齢者人

口の半数11,011人を除外した。

後期高齢者数22,022人×0.5＝11,011人

104,566人－（10,727人＋11,011人）＝82,828人

82,828人の近似値83,000人を目標値とする。

※ＡＥＤを活用した救命講習は平成17年から開始。

 普通救命講習（3時間）、上級救命講習（8時間）、救命

入門コース（90分）

消防本部

121 5 8
防犯、交通安全、市

民相談体制
1 刑法犯発生件数 市内における刑法犯の発生件数を示す指標 件 284 250 岩手県警察本部のホームページから 現状数値から勘案 新 市民環境部

122 5 8
防犯、交通安全、市

民相談体制
2 交通事故発生件数 市内における交通事故の発生状況を示す指標 件 158 150 岩手県警察本部のホームページから 現状数値から勘案 新 市民環境部

123 5 8
防犯、交通安全、市

民相談体制
3 消費者講座の参加者数 消費者講座の参加者数を示す指標 人 1,598 2,000 当課出前講座集計による 現状数値から勘案 市民環境部

124 ま 1 ＳＤＧｓの推進 1 ＳＤＧｓ講演会等開催回数、広報回数市民や企業へのＳＤＧｓの普及に対応している指標 回 1 25
ＳＤＧｓ講演会等の開催回数

市広報誌掲載回数

ＳＤＧｓ講演会等を毎年１回開催する

市広報誌に年間４回掲載する

毎年合わせて５回の増を目指す

新 市長公室

125 ま 2
(仮)「新しい日常」

への対応
1

経済対策、雇用対策に係る累計事業

件数

新型コロナウイルス感染症に係る経済対策、雇用対

策の状況を示す指標
件 0 6

新型コロナウイルス感染症に係る経済対策、雇用対

策事業数
毎年１事業の増を目指す 新 市長公室

126 ま 2
(仮)「新しい日常」

への対応
2

「新しい日常」に対応したＩＣＴ活

用事業件数

新しい技術や視点を活用した先進的な取組を示す指

標
件 0 12 新しい日常に対応したＩＣＴ活用事業数 毎年２事業の増を目指す 新 市長公室

127 ま 3
協働のまちづくりの

推進
1

市民1人当たりの市民センター利用回

数

地域における協働のまちづくりの推進、地域が

主体となった地域づくりの推進を示す指標
回 4.23回 4.73回 3 各施設の利用実績による

１人あたり利用回数、0.5回増加を目指す（R７.人口

推計102,156）

1人あたり利用回数 30％減（R7.人口推

計102,156）
新 まちづくり推進部

128 ま 4 健全な行財政運営 1
オンライン申請が可能な行政手続き

の数
行政分野におけるデジタル化の取組状況を示す指標 種類 19 30

各課等への照会調査

※現状数値は、コンビニ交付可能な証明書等の種類

５、マイナポータルで電子申請可能な手続の種類14

現状数値に、取組予定のマイナポータルでの介護分野の申

請種類11を追加（市から広域への委任事務）
新 総務部

129 ま 4 健全な行財政運営 2 経常収支比率 市の財政の弾力性を示す指標 ％ 96.2 96.0 地方財政状況調査（決算統計）による

0.2ポイントの減を目指す

（過去５年間は上昇傾向。現状維持を目指し、前期基本計

画の指標と同様に直近の数値から小数点以下を切り捨てた

総務部

130 ま 4 健全な行財政運営 3 実質公債費比率 市の財政の健全性を示す指標 ％ 11.4 11.0 健全化判断比率報告書による

0.4ポイントの減を目指す

（過去５年間は低下傾向だが低下幅縮小。直近の数値から

小数点以下を切捨てた値を目標とする。）

総務部

131 ま 4 健全な行財政運営 4 市の公式Facebookのリーチ数

市の公式Facebookを何人の人が閲覧しているのか

を定期的に把握することで、情報の発信力を把握で

きる指標

件 300,278 318,751 市の公式Facebookから確認 年１パーセント増 市長公室

132 ま 4 健全な行財政運営 5 市の公式ツイッターのフォロワー数

市の公式Fツイッターを何人の人がフォローしてい

るのかを定期的に把握することで、情報の発信力を

把握できる指標

件 4,914 5,216 市の公式ツイッターから確認 年１パーセント増 市長公室

133 ま 5 広域連携の推進 1 広域連携事業数 平泉町との連携の状況を示す指標 件 32 37 定住自立圏共生ビジョン掲載事業数 毎年１事業の増を目指す 市長公室

9



一関市総合計画後期基本計画の答申に向けて

１ 答申について 

  答申とは、諮問を受けた機関（総合計画審議会）が、諮問された事案につ

いて、議論した内容を取りまとめて回答することをいいます。

 ※令和２年３月 25 日開催の総合計画審議会において、市長から後期基本計

画策定について諮問しました。

  計画に関する答申は、計画策定の過程における審議会の議論をもとに、今

後の展開に向けて特に留意すべき事項を付記して答申する場合が一般的で

す。

２ 答申書に付する意見について 

 これまでの審議会を踏まえ、事務局として付する意見を検討しました。

 ○ 一関市総合計画審議会で出された意見及び一関市総合計画後期基本計画

策定過程において提出された市民からの意見を十分尊重されたい。

○ 地域の課題が複雑多様化し、分野を跨ぐ課題が増加していく中、それら

に着実に対応するため、縦割りの行政ではなく、横断的な取組に努められ

たい。

○ 新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい日常」が示されたが、新

たな発想と柔軟な対応で、本計画に掲げる各施策の推進を図られたい。

○ 本計画の推進にあたっては、市民と行政の協働により進められたい。

○ 本計画の趣旨や内容をわかりやすい形で市民に周知するとともに、図表

やレイアウトを工夫しながら、理解しやすい計画に努めること。

○ 厳しい財政状況について市民と共通認識を図るとともに、財政の健全化

に重点を置いた行財政運営に努めること。

1

　　　　　　　【資料№34】
令和２年10月23日（金）
第４回一関市総合計画審議会



政 第 1 2 0 0 2 号 

令和２年３月 25 日 

一関市総合計画審議会 

会長 小 岩 邦 弘  様 

一関市長 勝 部  修  

一関市総合計画後期基本計画の策定について（諮問） 

一関市総合計画基本構想で掲げた一関市の将来像実現のための施策の展開

方法を体系的に定め、市民との協働による一関の新しい時代のまちづくりが

できるよう、令和７年度を目標年次とする一関市総合計画後期基本計画の策定

について諮問します。 

2

今回の後期基本計画の諮問



3

　　　　（参考）
前期基本計画答申（H27年度）



平成 24 年２月 22 日 

一関市長 勝 部  修 殿 

一関市総合計画審議会 

会 長  畠 中 良 之 

一関市総合計画後期基本計画の答申について 

 平成 23 年 10 月 12 日付けで当審議会に諮問がありました標記について、慎重

に審議した結果、下記意見を付して別添のとおり答申いたします。 

記 

１ 急速に変化する時代の情勢を察知し、常に柔軟で適切な方向修正をする意

識を持って対応されたい。 

２ 住民ニーズへの的確な対応とともに、未来の一関市への夢・希望を市民が

感じ取れる行政執行に努められたい。 

３ 東日本大震災という未曾有の災害により、市民の安全・防災に対する意識

は極めて高く十分に対応する施策を特に考慮されたい。 

４ 健全な財政運営を第一に、限られた財源の効果的な活用に努力されたい。 

参考②後期基本計画の答申書 

4

　　　　（参考）
後期基本計画答申（H23年度）



【参考資料】
令和２年10月23日（金）

第４回一関市総合計画審議会
○総合計画後期基本計画パブリックコメントについて

№ 該当箇所 ご意見の概要 ご意見に対する考え方

1 道路

　市の誘致企業が撤退し、奥州市、金ヶ崎町、北上
市へ集積が進んでいる自動車産業、半導体産業に一
関市から通勤している方が多くなってきていると感
じる。
幹線道路（一関北上線14号、国道456号）に通勤時間
に使える公衆トイレがないので沿線自治体と協力し
てトイレ付休憩所を設置して欲しい。
併せて、一関在住で市外に通勤する通勤環境整備に
も予算を組んでもらいたい。（国道343号の大東町と
陸前高田市の間）

　広域での幹線道路網整備は非常に重要であると考えて
います。トイレ付休憩所の設置につきましては、ご意見
として捉え、今後、一関市が会員となっている花巻・一
関間主要地方道改良促進協議会、国道456号整備促進期
成会において情報共有をしてまいります。
　また、道路整備につきましては、市内各地より多くの
道路整備要望をいただいており、交通量や周辺の利用状
況を踏まえ、必要な国道や県道の改良整備については、
管理者である国や県に対して要望活動を行っており、今
後も継続して要望を行ってまいります。

2 道路

　本庁から遠い山間部の過疎地域は自然環境が厳し
く、道路改善がなかなか進まないので、どの地域か
らも一関中心部に30分程でいけるような道路を整備
して、30分程でいける人口割合を増やして欲しい。
（一関市内と大東地域　県道一関大東線19号）

　道路整備につきましては、市内各地域より多くの道路
整備要望をいただいており、交通量や周辺の利用状況を
踏まえ、必要な国道や県道の改良、整備については、管
理者である国や県に対して要望活動を行っており、今後
も継続して要望を行ってまいります。

3
一ノ関駅周
辺の整備

　駐車場の利便性の向上を図ると明記されているの
で、市営駐車場精算機を電子マネーやクレジット
カードに対応したものに、コロナ対策（現金の受け
渡しによる感染防止）として進めて欲しい。

　市営西口北駐車場の精算機については、令和２年度に
電子マネー等に対応したものに変更する予定としており
ます。
　また、それ以外の駐車場の精算機については、機器の
更新時期に合わせて、順次電子マネー等に対応した精算
機への更新を予定しております。

4
情報通信基
盤の整備と
活用

　携帯電話の不感地帯の解消となるよう事業者に働
きかける点について、国道343号の東山、大東地区の
全線通話エリア拡大をして欲しい。

　携帯電話の不感地帯の解消については、携帯電話会社
に働きかけをしています。なお、居住エリアにおける解
消を優先して働きかけていきます。

5
情報通信基
盤の整備と
活用

　ラジオ難聴対策部分の観点が総合計画から抜けて
いるので、ＦＭ岩手の旧東磐井地区の難聴対策もお
願いします。

　放送事業者が活用できる国の補助制度があることか
ら、市民の声を伝え、難聴対策の実施を放送事業者に働
きかけていきます。

6
図書館機能
の充実

　図書館資料の配架や環境整備に関して、コロナ対
策として電子書籍図書館、各市民センターに本返却
ポスト設置、スマホ図書館カード貸出アプリ導入な
どはどうか。

　電子書籍及びスマホ図書館カードの導入については、
調査研究を重ね、検討をしております。
　市民センターへの返却ポスト設置については、各図書
館での返却処理を行うまでのタイムラグなど、現時点で
は課題が多いと捉えております。

7
文化芸術活
動の振興

　伝統的に学者や文化人を輩出してきた一関を活性
化するため、市街地に充実した文化施設を作ること
を提案します。都市の文化的尺度として博物館、美
術館、文化ホールの有無が問われます。
　岩手県で２番目の美術館が一関に建設されること
を期待します。
　一関市街地の活性化に繋がる場所として、文化セ
ンターと隣接する場所か、一ノ関駅東口の旧ＮＥＣ
の跡地が候補として考えられます。

　美術館の建設については、従来より要望をいただいて
おりますが、現時点では、財政面など課題が多いものと
捉えております。

　９月９日（水）～９月30日（水）までの期間、市ホームページ、市役所本庁、各支所においてパブリックコ
メントを実施しました。
　結果として、パブリックコメントは、16件（７名）いただきました。
　市としての、ご意見に対する考え方をまとめております。
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№ 該当箇所 ご意見の概要 ご意見に対する考え方

8
文化芸術活
動の振興

　９月に開催した美術展は、２月に開催した春の美
術展と同数程の入場者となり、コロナの中でも市民
の美術、文化に寄せる関心の高さを実感した。
そのことから、一関市に無い「美術館の設置」の文
字を計画の中のインパクトとして載せていただきた
い。市の財政の問題もあり、設置時期の明示は難し
いと思いますが、総合計画に組み入れ続けることに
より実現に向けた展望が開けると考えます。生涯学
習の中の美術館として建設（設置）に向け要望しま
す。

　生涯学習の観点からも文化芸術鑑賞は重要な役割を担
うものと考えております。しかしながら、美術館の建設
につきましては、財政面など現時点では課題が多いと捉
えております。

9
文化芸術活
動の振興

　一関は音楽のまちとして近県に知れ渡っており、
スポーツも盛んで運動公園、ユードームなど競技場
も整っております。また市民センターは生涯学習の
場として誰もが利用できます。
　人口が増え、企業が増え、若者が定着するまちに
するためにも、コロナが収束した後、今一度、美術
館建設を議論し、岩手の南玄関である一関に「美術
館」を願っております。
　建設費用諸々を考えたとき、難しい問題が多いと
思いますが、声を挙げないと前進しないので、望み
をかけたい。

　美術館の建設については、従来より要望をいただいて
おりますが、現時点では、財政面など課題が多いものと
捉えております。

10
文化芸術活
動の振興

　いわい美術振興協会において、年３回美術展を開
催し、今年９月にも美術展を開催しました。コロナ
の厳しい対策の中、例年どおり多くの方々に観賞い
ただき、予想外の驚きでした。改めて、文化芸術、
絵画の力を実感しました。
　いつの日か、市民の皆さんが新しい美術館で絵画
鑑賞を楽しめる日が来ることを期待しております。

　いわい美術振興協会におかれましては、定期的に美術
展を開催され、市民に文化芸術の鑑賞機会をいただき、
感謝する次第であります。しかしながら、美術館の建設
につきましては、現時点では、財政面など課題が多いも
のと捉えております。

11
文化芸術活
動の振興

　1900年に開催されたパリ万博博覧会の彫刻部門で
金賞牌を受賞した一関市出身の長沼守敬の作品が1点
もないことが残念である。

　長沼作品は現存数が少なく、市場流通も確認されていない
ため、作品の入手可能性は極めて低いのが現状です。そこ
で、一関市博物館では、岩手県立美術館や萬鉄五郎記念美
術館の協力を得て複製作品や関連資料を借用し、常設展示
を行っております。
　また、令和元年度に長沼守敬作品の石膏原型を収集しまし
たので、今後、専門家による調査や適切な保存処理を施した
後に公開したいと考えております。

12
文化芸術活
動の振興

　中央美術展で活躍した一関周辺の画家たちの作品
が拡散してよく見られない。

　一関市博物館では、一関市及びその周辺にゆかりのあ
る美術家について調査研究を進め、作品を収集してお
り、その成果を企画展等に反映させているところです。
　今後もこうした展示を行い、鑑賞する機会を提供して
まいりたいと考えております。

13
文化芸術活
動の振興

　栗原市、登米市、一関市の三市で活躍した画家は
多数おり、三市合同の美術館を作り、広めることが
大切である。

　広域での美術館の設置については、ご意見として捉
え、今後、栗登一平において情報共有をしてまいりま
す。

14
文化芸術活
動の振興

　芸術分野（音楽、美術、書道）の教員を適切に配
置していただきたい。

　小中学校の教職員数は県の規定により定められた人数
が各学校に配置されています。小規模校では教科によっ
て定数内で配置できない場合がありますが、配置されな
かった教科の教員を特別に配置するなど、県教育委員会
に働きかけてまいります。

15
義務教育・
高等教育等

　学校の部活動等が安全に自由に伸び伸びとできる
ように、財政的支援をしていただきたい。

　特に運動部活動等については、指導者が事故防止のた
めの知識や意識を高めるとともに、設備面での安全な
ど、安全管理の徹底を多面的に行う必要があります。そ
のために、研修や設備の適切な補修・更新などについ
て、効果的な予算措置を行ってまいります。

16
義務教育・
高等教育等

　少子化で今までの地域の学校は統廃合が行われ、
学校や学級減で様変わりしますので、生徒には支障
がないように万全を期していただきたい。

　学校の統合に伴う人間関係や環境の変化に対して、子
どもたちに適切な支援を行うことが大切であると考えて
います。統合前に学校間で交流を行うことや、統合前後
に既定の人数以上の教員を配置することを県教育委員会
に希望してまいります。
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○総合計画後期基本計画策定タウンミーティングについて

№ 該当箇所 ご意見の概要 ご意見に対する回答

1
ILCを基軸と
したまちづ
くり

　ILCを基軸としたまちづくりを掲げることで、これ
まで市がどのように変わってきたのか、どのように
変わっていくのか。

　ILCを基軸としたまちづくりは、前期基本計画から掲
げており、ILCが実現することによって、まちの国際化
や、子ども達の科学に対する興味、最先端技術に対する
興味、そして、ILCから派生する様々な技術からの技術
革新を期待しているものです。これは、市単独で進めて
いるものではなく、岩手県内外の関係するところと一緒
になって進めているところです。

2
新型コロナ
ウイルス対
策

　新型コロナウイルスの関係で、市から回覧文書を
出すのは感染リスクが大きいのではないかと市長に
意見書を出して、市長から回覧はさせないという回
答があったが、市の担当者が回覧文書を回してい
る。これは、市の体制や命令系統がおかしいのでは
ないか。

　このご時世に班回覧を現状どおり実施することについ
て、全庁的な取組として検討をしました。結論から言う
と、班回覧は極力控えるようにということにしました。
市民の皆さんへ、多種多様な情報を伝えなければならな
い中で、班回覧を即時100％停止するというのは現実的
にはできなかったというのが実態です。ただ、アフター
コロナと言われるように、コロナがある程度落ち着いた
後について、今時点では最低限、班回覧を減らす、また
広報誌（Ｉ-Ｓｔｙｌｅ）への集約をするなど、全庁的
なものとして検討に取り組んでいるところです。

3
人口減少対
策

今後、人口を増やす、働く場を確保するというの
が必要であり、その中で、10年ほど前は市長から企
業誘致の話がたくさん出てきたが、その後、企業誘
致の話がほとんど聞かれないように感じている。市
の活力を担う人口増を目指すための市の大きな方針
を聞かせていただきたい。

　働く場を確保するという点については、企業誘致にも
力をいれており、働く場を整備する具体的な事業にも着
手しております。地方が稼ぐ力をつけていくことや、地
域内で経済を回る仕組みを作ることも大事ですが、どれ
かひとつをやって、人口減少が解決するものではないの
で、ひとつひとつ広い目線で対策を取っていくことが大
切だと考えております。

4
工業高校の
統合

　工業高校が統合になるという話を聞いたが、少子
高齢化、働き手がいないという状況の中、実業高校
が統合になって、一関市から消えるとなった場合、
地域の活性化をはじめ、市にとっても痛手になると
思うので、分かっている範囲で教えていただきた
い。

　一関工業高校の再編統合計画の内容は、千厩高校産業
技術科と水沢工業高校と一関工業高校を統合して1つの
高校にするという案です。この件についての、当市のス
タンスとしては、「再考願いたい」というのが結論であ
り、再考するように、県の教育委員会にも要望していま
す。その理由は、実業分野の人材を地域内で育てるとい
う観点も一つですが、もう一つは、距離的な観点で見た
場合に、水沢工業高校は胆江ブロックであり、一関の高
校は両磐ブロックであります。ブロックを越える高校の
再編計画は、県内でもこの案件だけであり、工業分野に
進みたいという両磐ブロックの中学生が果たして進学可
能になるのかという問題が出てきます。通学の距離から
考えると、再考してもらいたいということで県にも伝え
ているところです。

5 まちづくり

一関市は長期的にどんなまちにしていくのかとい
うのが見えない。手広くやっているだけに焦点が見
えにくい感じがしました。

　総合計画はどの分野も拾って万遍なくという計画と
なっています。これは、総合計画が市のこれからの方向
性を示している計画であり、どこかの分野に限って特出
しするような計画にはなっていないということからで
す。ただし、第１部重点プロジェクトや第３部まちづく
りの進め方という項目は、この５年間の特徴として捉え
てもらいたいところになります。究極的には、市民の福
祉の向上ということが目標ですが、それぞれの分野で特
徴作りに取り組んでいきます。

　10月10日（土）に一関会場、千厩会場の２会場で開催しました。
　一関会場13人、千厩会場９人が参加し、後期基本計画（案）、まちづくりについて意見をいただきました。
　会場でのやり取りを以下にまとめております。

3



№ 該当箇所 ご意見の概要 ご意見に対する回答

6 主な指標

　計画を作って終わりということになりかねないの
で、５年間後の目標数値を設定して、５年後に評価
することを是非やっていただきたい。

　これまでの前期基本計画では133個の指標に目標数値
を定めて取り組んできました。この指標は各分野で設け
ています。目標数値に対して、どれだけ取り組みが進ん
でいるかのチェックは、毎年度数値を把握し、総合計画
審議会において報告しています。至らない点について
は、担当部で振り返りながら、取り組んでいるところで
ありますし、後期基本計画の５年間についても、引き続
き指標について進行管理をして取り組んでいくこととし
ております。

7 情報伝達

　情報無線について、合併前の大東町のときは各家
庭に情報無線があったが、いまは外のマストからの
情報しかない状況である。今後、行政無線の改善と
いう考えがあるのか。また、音についても反響し
て、なかなか聞き取りづらいということもあり、そ
ういうことも改善する計画があるのか伺いたい

　合併後、合併前と同じように情報を届けられるかと検
討した結果の１つとして、防災行政無線の屋外マスト放
送が出てきました。これを、災害時以外にも情報伝達手
段として使っています。屋外マスト放送は、屋外への情
報伝達手段となっており、屋内では非常に聴こえにくい
ものとなっています。それでは、屋内への伝達方法は何
かというと、各家庭に配布したＦＭあすものラジオとし
ております。このラジオは、電源が入るようにしていれ
ば、緊急時に地域を特定して強制起動がかかります。非
常事態以前の状態のときは、ラジオから通常放送の中で
通常番組に割り込んで情報を伝達するということもやっ
ております。
　屋外マストが聴き取りづらい件については、ご相談い
ただければ、設置しているスピーカーの向きなどを
チェックするようにしているので、最寄りの消防署や分
署に伝えてもらえれば点検は可能です。

8 災害対応

火災があった場合、消防無線から、どこで火災が
あったという情報が流れてくるが、地域の名称で情
報を伝えており、個人の名前が無いために分かりづ
らい。個人の名前を情報として出していただけない
か。

　119番を受信した際、最初の段階で個人の家が特定さ
れている通報は稀であります。通報者の家の付近だとい
うことしか分からないことが多いです。また、個人名を
流して、もし間違っていた場合、ご迷惑をお掛けするこ
ともあります。ほとんどの場合、情報がはっきりしてい
ない段階での放送になるので、現在は火災のあった地域
の字名だけお知らせしているところです。

9 空き家対策

　空き屋対策の件ついて、空き屋の所有者が分かれ
ば、知り合いなどを通じて関係者を探し出して対応
できると思い、支所に空き屋の所有者を教えてもら
いに行ったが、個人のプライバシーということで断
られた。そのあたりを教えてもらえれば、何かしら
動くことができると思う。

　空き屋については、以前、行政区長さんから情報をい
ただいて、空き屋をＡ～Ｄのランク付けをするというこ
とで取り組んでおり、相続が行われていない空き屋や、
所有者が分からないということが課題として挙げられて
います。先般の新聞報道でも出ているように、空き屋対
策協議会において、所有者についても市でも調査して改
善をお願いしています。なかなか所有者と連絡が取れな
いこともあるので、空き屋等の対策の推進に関する特別
措置法という法律に基づいて、指導や助言ができること
になっております。市としては、今年度中に施行細則を
策定して、どのような手続きで所有者の方に措置をお願
いするかというのを進めているところです。

10
イベントへ
の補助につ
いて

　今、直面している問題はイベント開催に当たって
コロナ対策を実施するようにとなっているが、それ
に対する補助がどうなっているのかという問題で
す。商工会のほうに確認したら、２月14日までに事
業が終了するものは補助があるという説明があった
が、市として何か補助がないか確認したい。

　現在、個別のイベントに対する支援は正直無いところ
でありますが、各商店街の支援について、国のほうでＧ
ｏＴｏ商店街というのが事業化されて、募集が始まって
います。先日、市のほうからも各商店街事務局のほうに
通知をして、補助事業についてお知らせしたところで
す。今後、市内で各地域を活性化するイベントというの
は様々出てくると思うので、コロナ対策に関する点につ
いては、これから検討していくところです。
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№ 該当箇所 ご意見の概要 ご意見に対する回答

11
市道法面の
草刈り

　市道の法面で大きいところがあるが、地域では人
手不足で草刈り出来ない。住宅地のところなので、
荒れてきて見栄えも悪い。農地に面していれば多面
的で全部刈ることもできるが、住宅近くの市道法面
の草刈りの問題は、この地区に限る問題でもないと
思うので、市としても長期的に対策を考えていただ
きたい。

　道路の法面の草刈りについて、高齢化が進んでおり、他の
地区からも同じような相談を受けています。法面が大きくて危
険なので、市でなんとかしてくれないかというのは、個別に相
談させていただいて、市でやれるものは市で取り組んでいくと
いう話もしているので、個別の箇所を一度、本庁建設部や支
所産業建設課にご相談いただければと思う。

12 防犯対策

　子ども110番の家について、いろんな商店に子ども
110番の家ということで、大きなステッカーが何種類
も貼っている。かつてお店だったけれども、もう
やっていない、だれも住んでいない空き屋にも子ど
も110番の家のステッカーが貼られていたりするの
で、見直しもしてもらえればと思う。また、子ども
110番の家の周知はどうなっているのか。

　営業していないお店や空き屋に子ども110番の家のス
テッカーが貼られているものは役に立たないという実態
になっていると思うので、早速、実際の子ども110番の
家や連絡所がどうなっているかを確認させていただい
て、既に使われていないということであれば、速やかに
解除や撤去をしたいと思います。また、その周辺に代わ
る場所があれば、子ども110番の家としてお願いもして
いきます。
　周知に関しては、防犯協会などいろんな関係機関を含
めて連携しているが、周知が足りないということで、そ
れについても早速取り組んでいきたい。

13 移住定住

　コロナの状況を機会に、都市部の方々の中で、田
舎暮らしをしたいと思う人が増えてきているという
のを聞いているが、都市部の方に対して、安全で住
みよい一関市に移って住んでみてはどうかというＰ
Ｒをしたらどうかと思っている。コロナを前面に出
しては駄目だが、都市部の方が田舎に住むような取
り組みをこれからやっていくのか聞かせていただき
たい。

　コロナ禍を機として、都市部から地方への人の動きや
関心が高まっていることから、テレワークなどができる
ような、都市部から一関市へ人の流れが作っていく、Ｐ
Ｒをしていくことについては、市としても取り組んでい
くところです。コロナについては、どれだけの期間、影
響を与えるか分かりませんが、都市部にいないと仕事が
できない時代ではないと考えており、暮らすのも都市部
と地方の半分、仕事も都市部と地方で半分というよう
な、通信技術が発達してきたことから可能になってきた
ところもあります。具体的に市として取り組む場所につ
いては、通信回線を使って仕事をするテレワークと、そ
れにプラスして休暇、休養、観光のバケーションを合せ
て「ワーケーション」という言葉でも呼ばれているが、
厳美にある祭畤スキー場のセミナーハウスを、テレワー
クができる機能を持った施設への改修に取り組むところ
です。また、まちの中の部分においても、サテライトオ
フィスと呼ばれるような施設については、どういった場
所が適当なのか、どう取り組んでいったらいいかなどに
ついても検討しているところになります。

14
インフラ整
備

　川崎町の周辺部は、道路も砂利道で上水道が通っ
ていないところもある。砂利道の方々は不便して通
行しているが、そういった周辺部に対して、道路整
備をしたり、上水道を作ったりするような考えはあ
るのか聞きたい。そういったところが充実していけ
ば、地元から都会に行った方々が、一関市に戻って
くるようなことに繋がっていくと感じている。

　大東地域、千厩地域の水道の普及率が７割ほどであ
り、室根地域は４割ほどという状況になっています。こ
れには水源の問題もありますが、市としては今後、上水
道、簡易水道で整備してきたところを適切に維持管理し
ていくことに重点を置きながら、水道が通っていない地
域の皆さんには、令和元年度から井戸を掘るための補助
を行っており、工事費の８割、または隣近所と組んで実
施する場合は最大で９割まで補助できるような制度を
作っています。市のほうで、全て水道を整備できれば一
番良い形だと思いますが、点在する住居全てというのは
難しいため、補助について充実させて取り組んでいると
ころです。
　地域に密着した生活道路は交通量、道路の幅員、危険
個所の解消等の緊急度などを総合的に検討して、地域ご
とに整備計画を作成し、計画的な整備に努めるというこ
ととしておりますが、実態としては、道路整備の要望が
非常に多く、砂利道を舗装するようなところまで行きつ
けていないという現状もあります。引き続き、長期的な
計画に基づいて、実施できるところから手掛けていきた
いと思うので、よろしくお願いしたい。
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