
新市の将来像

観光産業を活かした北東北の拠点都市をめざして

◎観光産業を活かした北東北の「交流拠点都市」 さまざまな交流でつくる「生活文化都市」◎
○テン・ミリオン計画（観光客倍増計画） ○歴史と文化が息づくまちづくり
1,000万観光都市、北東北の観光地ナンバーワンをめざして 文化資産・景観の整備と保存
田沢湖､桜並木､武家屋敷の町並みなど全国に認知されている観光資源の整備の促進 埋もれている有形・無形の文化資産の調査・研究と保護・保存
新しい観光資源の掘り起こしと旅行商品づくり 文化資産・景観を活用した地域の自主的な活動、学校教育活動での取組みの推進

○ふるさとを愛し、ふるさとを誇りに思う人づくり他地域の小正月行事などと連携した旅行商品の開発による冬期間の観光客の確保
国体開催を契機に地域の良さをアピール、全国からのリピーターの増加 郷土資料の保存と気軽に歴史や文化にふれることのできる施設の整備

国体関連施設の整備・充実と国体開催を契機とした全国の人々との交流○北東北の観光センター
駐車・待機スペースの確保など駅前機能の充実、観光情報の発信機能の強化 姉妹都市、友好都市提携などによる交流の促進
自家用車利用者のためのパーキング、情報発信機能の整備 出会い、ふれあい、交流する場、学習する場の整備、交流の機会と情報の提供
飛行機利用者のための二次アクセスの整備 指導者・リーダー、ボランティアなどの人材の育成
新市を基点とする観光ルート、旅行商品の開発 緑地・公園、散策路などの整備による、気軽に自然に接する機会の増加

○地域を守り観光を支える元気な農林業･商工業 ○このまちの将来を担う子どもたちの教育
ほ場の大区画化による農用地の集約 ふれあいを大切にする幼児教育、就学前の教育環境の整備
認定農業者など担い手の中核となる人材の増加 特色のある学校づくり、個性と想像力を育む質の高い教育
女性農業者グループの起業化への取り組みに対する支援 調べ学習や総合的学習の充実
集落営農集団の育成、農作業受委託の取り組み 外国語教育の充実などによる国際化時代に対応できる子どもたちを育てる教育
堆きゅう肥を活用した無農薬野菜・減農薬野菜の生産など農業と畜産業との連携 子どもたちの悩みに対応できる体制の整備
「売れる米づくり」を中心とした、新しいまちの顔となるブランド農産品の確立 優れた人材を育成するための奨学金制度の充実
美しい地域空間を保全するという観点からの農地や森林の保全 中学校と県立高等学校との連携の強化

○お年寄りも子どもも大人も安心して暮らせるまち個々の商店のレベルアップ
商業地の機能整備、地産地消の推進などによる地域に密着した商業の展開 自治体病院を中心とした医療体制の確立と医療・保健･福祉各施設のネットワークづくり
付加価値の高い製品の開発・技術の習得による地場企業の育成 高齢者が安心して自宅で生活できるため、住民が自発的に支援するネットワークづくり
既存立地企業に対する工場増設や研究開発機能の移転などの働きかけ 家庭教育の充実､子育てボランティア､放課後児童対策事業などによる子育て支援体制の整備
農家民宿などの宿泊施設の充実 安全で安心な飲料水の安定的な供給と下水道の整備の推進
「いやし」をテーマにした、この地域ならではのグリーン・ツーリズムの推進 自然災害や異常気象に関する情報を迅速に伝達する体制の整備
温泉に隣接する森林公園の整備などによる森林療法もできる保養地として整備 定住促進のための公営住宅の整備
地元産農林水産物を使った料理を観光客に提供することによる地産地消の推進 携帯電話利用可能地域の拡大、テレビ･ラジオ難視聴地域の解消に向けての働きかけ
農産物直売所での野菜等戦略作物の販売
工芸品の開発、農林水産物をモチーフにした観光土産品の開発、

○「おざってたんせ」の心
接遇の研修など、もてなしの心について考え、身につける機会の提供
農家民宿、農家レストラン、農産物直売所、朝市などの整備
観光客の立場に立った、きめ細やかでタイムリーな情報提供

◎観光や暮らしの中で人の行き来をさかんにする交通の整備 まちづくりをサポートする行財政の改革◎
○観光に生活に便利な道路の整備 ○民間企業に負けない効率的な行政運営
国道46号、105号、341号の整備の促進 ｢定員適正化計画」に基づく職員数の計画的な削減
安全に運行できる道路幅の確保等の整備の促進 課題解決や目標に向けた組織体制の整備や職員の適正配置
災害時、緊急時、３町村間の連絡機能を有する道路の機能強化 事務事業の外部（民間）委託の推進
道路の改良舗装、除排雪業務の充実 行政評価システムの導入などによる行政サービスの継続的な効率化の追求

イントラネット網の整備による情報の共有化による事務の効率化の推進○空港、駅からの便利な乗り継ぎ（二次アクセス）
空港､駅からの二次アクセスの検討と整備 情報公開制度、インターネットの活用などによる開かれた行政運営

○行政サービスはより少ない費用でバス駐車･待機スペースの確保など駅前機能の充実

目標設定による計画的な財務体質の改善○誰もが、いつでも、気軽に移動
ＪＲ、バスの運行本数、路線維持の働きかけ 経常的・義務的に発生する経費の節減
「スマイルバス」等公営バスによる住民の足の確保 建設後の維持管理費など将来の財政負担を考慮した事業の実施
地域住民の足としての乗合タクシーなど機動性等に優れた交通手段の導入の検討

新市の課題 新市の課題

地 元 産 業 の 活 性 化 少 子 ・ 高 齢 化 へ の 対 応

道路網と交通手段の整備と確保 行 財 政 運 営 の 効 率 化

まちづくりの基本理念

観光産業を活かしたまちづくり 歴史と文化が息づくまちづくり ふるさとを愛し、誇れる人づくり 誰もが安心して暮らせるまちづくり


