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『第２次総合計画』の基本構成 
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本市は、平成１７年１０月に旧南那須町と旧烏山町が合併し、更なる飛躍と発展を目

指し、新たなまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、平成２０年度から１０年間

を計画期間とする「那須烏山市総合計画」（以下「前総合計画」という。）を策定し、

「みんなの知恵と協働による“ひかり輝く”まちづくり」を基本理念とし、まちの将来

像『「自然」と「文化」と「活力」が調和した 暮らしやすいまち“那須烏山”』と行

政の将来像「市民目線に立ち市民に開かれた無駄のない行政」を掲げてまちづくりを進

めてきました。 

その間、本市を取り巻く社会経済情勢は、想定を上回る人口減少や少子高齢化社会の

到来などにより大きく変化しており、国においては、急速な少子高齢化の進展に的確に

対応し人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくこと

が喫緊の課題とし「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、「潤いある豊かな生活を安

心して営むことができる地域社会の形成」「地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確

保」「地域における魅力ある多様な就業の機会の創出」の一体的な推進を図ることとし

ています。 

そのため、本市においても平成２８年３月に「那須烏山市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」（以下「総合戦略」という。）を策定し、人口減少の深刻な状況と今後の対応

のあり方について市民と意識の共有を図り、長期的かつ総合的な視点から有効な施策に

取り組んでいます。 

このような背景を踏まえ、本市の地域の特性や資源を最大限に活かしたまちづくりを

推進するとともに、まちづくりの主体となる市民や事業者、行政等がそれぞれの役割を

認識し、目指すべき市の将来像を実現するための指針となる新たな『那須烏山市第２次

総合計画』（以下「第２次総合計画」という。）を策定します。 

 

 
 

総合計画を構成する「基本構想」については、地方自治法の一部を改正する法律（平

成２３年度法律第３５号）の施行により法の策定義務がなくなりました。しかしなが

ら、総合計画は市の総合的かつ計画的な行政運営の指針を示すものであり、市民と共に

目指すべき市の将来像への中長期的な展望を示す「まちづくりの指針」として、これま

で同様に市の最上位計画として位置付け、那須烏山市議会の議決すべき事件に関する条

例に基づき議会の議決を経た上で策定します。 

 

 
 

前述のように、国では人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある日本社会を

維持することを目指し、日本全体の人口の将来展望を示す「まち・ひと・しごと創生長

期ビジョン」とそれを踏まえた５ヵ年計画の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策

定しており、地方と連携し地方創生に取り組むこととしています。 

そのため、本市においても、国、県の総合戦略を勘案しながら総合戦略を策定してお

り、その中で第２次総合計画への位置付けを定めています。また、総合戦略は、本市の

課題や地域の特性を加味した長期的かつ総合的な視点による戦略であるため、総合計画

と連動することが必要であります。そのため、総合戦略に掲げた人口ビジョンや将来都

市構造、さらには各施策を総合計画へ反映します。 
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また、前総合計画においては、行財政改革大綱とその推進計画にあてはまる「行政経

営編」を位置付け、まちづくり施策と行財政改革の一元的な取組を進めてきましたが、

自治体経営を取り巻く社会経済環境の変化に的確に対応した行財政改革の取組の更なる

推進及び適正な進行管理を行う必要性から、適切な機能分担を主眼とした別個の計画と

して策定するものとします。 

 

 
 

『第２次総合計画』では、今までのまちづくりの考え方を引き継ぐとともに平成２８

年３月に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえ、計画を進めて行くた

めの基本理念として、前総合計画による基本理念を継承します。 

 

 

 

 
 

那須烏山市の『第２次総合計画』では、長期的な視点に立った計画的な市政運営を進

める観点から、目指すべき市の将来像とその実現のための基本的な方向性を示すととも

に、社会経済情勢や財政状況の変化に的確に対応する必要があるため、本市の目指すべ

き将来像を描き、その実現に向けた基本的な考え方や目標、具体的な内容を示し「まち

づくりの指針」とするため「基本指針」と「実施計画」の２段階で構成します。 
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＜計画構成イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜計画期間イメージ図＞ 
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特定分野において策定する個別計画については、最上位計画である前総合計画の基本

構想、基本計画を踏まえて策定されています。そのため、第２次総合計画では重点施策

を示し、他の施策については個別計画で対応することとします。また、計画期間とずれ

が生じる場合は可能な限り整合・連動を図ります。 

＜第２次総合計画と個別計画 関係図＞ 
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本市は、首都圏１５０ｋｍ圏内で栃木県の東部に位置し、県都宇都宮市から概ね３０

～３５ｋｍの距離にあります。総面積は１７４．３５ｋ㎡で、県全体の２．７％にな

り、西部は高根沢町、北部はさくら市、那珂川町、南部は市貝町、茂木町、東部は茨城

県常陸大宮市に接しています。 

 

＜位置図＞ 
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地勢は、八溝山系に属し、那珂川が平野部を貫流し、那珂川右岸は丘陵地帯が形成さ

れ、丘陵を縫うように荒川や江川などの大小河川が貫流し、那珂川左岸は、那珂川県立

自然公園に属する山間地と小河川で形成されています。 

また、一般国道２９４号と主要地方道宇都宮那須烏山線を主軸に、南那須市街地と烏

山市街地の２つの都市核を有する、『２極分散型』の都市構造を形成しており、ＪＲ烏

山線や主要地方道宇都宮那須烏山線などによる連絡の良さから、宇都宮広域生活圏に含

まれ、定住機能や産業機能を補完する都市としての性格を有しています。 

気候は、典型的な内陸型気候であり、年間平均気温は１３度前後、年間降水量は約

１，３００mm で寒暖の差は大きいものの、全体的には温暖で生活しやすい地域であり

ます。 

  

 
 

道路は、一般国道２路線と主要地方道７路線があり、一般国道２９３号は市の北部を

東西に、一般国道２９４号は市の中心部を南北に走っています。特に、一般国道２９４

号や主要地方道宇都宮那須烏山線などにより交通網が形成されている市内の中心部は、

栃木県東部の交通の要所となっています。また、国道の改良や主要地方道宇都宮那須烏

山線「高瀬トンネル」の開通などにより一部道路環境が向上しています。 

高速自動車道路では、東北自動車道、北関東自動車道路及び常磐自動車道路までのア

クセスも良く最寄のインターチェンジから５０分程度で来ることができますが、アクセ

ス道路が十分に整備されていないため、近隣市町との連携により、国・県への要望活動

を通じて改良を進めていく必要があります。 

公共交通は、ＪＲ烏山線が市内を東西に走り、市内に５つの駅があります。宇都宮駅

まで約１時間で接続し、この地方の足としての役割を果たしています。 

また、那珂川町と共同運営するコミュニティバスや市街地と集落を連絡する公営バ

ス、平成２４年１０月からは「デマンド交通」がはじまり、公共交通不便地域における

バス交通に変わる新たな移動手段が確保されています。 
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①総人口の推移 

本市の総人口は、平成２７年１０月１日時点（平成２７年国勢調査）で２７，０４７

人となっています。過去の人口推移では、昭和４５年～平成７年頃までは、第２次ベビ

ーブーム等の影響により３３，５００人程度の一定人口を維持してきました。しかし、

その後の国勢調査では５年間ごとに１，０００人以上が減少しており、人口減少が加速

化しています。 

 

資料：国勢調査人口 

 

②年齢３区分人口の推移 

本市の年齢３区分別人口は、平成２７年１０月１日時点（平成２７年国勢調査）で年

少人口（１５歳未満）が、２，８５６人（１０．６%）、生産年齢人口（１５～６４

歳）が１５，２４１（５６．８%）、老年人口（６５歳以上）が８，９５０人（３２．

６%）となっています。 

年少人口は、１９７０年代の「団塊ジュニア世代」の誕生等により一定の水準を維持

していましたが、昭和６０（１９８５）年以降減少傾向が続き、平成２年（１９９０年

代）以降には老年人口を下回っています。生産年齢人口は、年々減少しており平成１２

年以降大きく減少しています。一方、老年人口は生産年齢人口が順次老年期に入り、また

平均余命が伸びたことから一貫して増加しており、少子高齢化の動きが加速化しています。 
 

 

資料：国勢調査人口 

（図 人口-1） 総人口の推移 

（図 人口-2） 年齢３区分人口の推移 
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③人口動態の推移 

本市の人口動態は、「自然増減」が、出生率の低下や若年女性人口の減少の影響によ

り、出生数が減り続けています。平成１８年までは２００人程度で推移していました

が、以降１５０人まで減少しています。一方、死亡者は一定の水準で推移しています

が、今後は老年人口の増加に伴い一層の「自然減」が見込まれます。 

「社会増減」は、転出・転入とも年により変動がありますが、転出超過が続いていま

す。なお、平成１８年からの推移では、転出超過は減少傾向となっています。 
 

 

資料：住民基本台帳 

 

④合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率は、年次推移が１．３０から１．３５で推移し合併時からは上

昇傾向にあります。しかし、国・県と比較すると本市の合計特殊出生率は低率であり、

出生数が年々減少傾向にあることから、総人口への影響が大きくなっています。また、

合計特殊出生率のベイズ推定値では、昭和５８年から年々減少しています。 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数  

（図 人口-3） 人口動態の推移 

（図 人口-4） 合計特殊出生率の推移 
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   資料：住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数 
 

【ベイズ推定】 

市町村別合計特殊出生率については、出生数が少なく、年齢階級別出生率が不安定な動きを示す

ため、人口及び出生数のデータのみで合計特殊出生率を算出することは困難であることから、当該

市町村の観測データ（人口及び出生数）と二次医療圏単位で推定した変数を総合化し、数値を算出

し推計するもの。 

 

⑤年齢階級別純移動の推移 

本市の社会動態は、長期的に「社会減」の傾向が続いている状況にあります。近年の

人口動向の状況は、大学卒業後の就職関係や生活の利便性を求め転出する者が多いこと

が背景にあり、２０～３０代の割合が高くなっています。一方、５０歳代以降は、生活

のゆとりや退職、両親との同居などにより地元に戻る傾向にあると考えられます。 
 

 

  出典：国勢調査、厚生労働省「都道府県生命表」に基づくまち・ひと・しごと創生本部作成 加工 

  

（図 人口-5）市合計特殊出生率（ベイズ推定値） 

（図 人口-6） 年齢階級別純移動の時系列 
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①産業分類別人口の推移 

本市の産業人口は、年々減少傾向にあり、産業分類別（図 産業-1）では、第１次産

業、第２次産業が大きく減少しています。第１次産業は、担い手不足による影響が主な

要因であり、第２次産業は、産業の高度化や経済のサービス化、ソフト化など産業構造

が変化し、仕事そのものの変化や雇用形態の変化等が影響しています。また、近年で

は、若者の就業希望が第３次産業へとシフトしています。本市の産業分類別人口の割合

では、就業形態により第３次産業の割合が伸びていますが、国・県と比較すると、依然

として第１、２次産業の割合が高い状況となっています。 

 

本市の産業別就業者数の推移（表 産業-1）は、第１次産業の農業が平成１７年から

平成２２年までの５年間で約２３%と大きく減少しており、第２次産業では、製造業が

１８．５%と大きく減少しています。第３次産業では、卸売・小売業が減少しており医

療・福祉業が伸びています。 

 

本市の産業別人口及び特化係数（図 産業-2）は、国と比較（特化係数：国全体の就

業者比率を１とした場合の比較）をすると、相対的に農業、製造業、複合サービス業へ

の特化の度合が強くなっています。また産業別男女数では、男性は製造業が多く、女性

は医療・福祉産業が多くなっています。また特化係数では、女性の農業、製造業の比率

が高いことからも本市の産業構造は、依然として第１次、第２次産業の割合が高い状況

となっています。 

 

 

※分類不能の産業を除いているため１００％とならない場合がある。 

資料：国勢調査人口 

  

（図 産業-1） 産業分類別人口の推移（割合） 



13 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査人口 

 
 

 

［特化係数］国の産業別就業者比率を基準（＝１）とした場合の本市の比率 

資料：平成２７年国勢調査人口 

  

（表 産業-1） 産業別就業者数の推移 

（図 産業-2） 産業別人口及び特化係数 
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②産業分類別事業所・従業員数の推移 

本市における事業所及び従業員数は、全体的に年々減少傾向にあります。第１次産業

は、担い手不足による影響が主な要因となっていますが、減少率は最も低い状況にあり

ます。また、第２次産業は、産業構造の変化により仕事そのものの変化や雇用形態の変

化の影響等により、減少率が最も大きい状況になっています。第３次産業は、減少はし

ているものの、第２次産業からのシフトにより、生活関連サービス等特定の業種が増加

しています。 

 

 

 

 

  資料：経済ｾﾝｻｽ（平成１８年以前は事業所・企業統計調査） 

 

③農林業の状況 

農業は、米麦や肉用牛・乳用牛・豚の畜産、果樹（なし）の生産割合が高くなってい

ますが、農家数や農業産出額は減少傾向にあります。主食用米の消費減少に伴った飼料

用米・ＷＣＳ用稲等の新規需要米の生産や水田活用による露地野菜の推進、地域ブラン

ド農産物である中山かぼちゃや八溝そばの生産に取り組んでいるものの、担い手の減少

や高齢化、耕作放棄地の増加など農業生産を取り巻く環境は厳しさを増しています。 

  

（表 産業-2） 産業分類別事業所・従業員数の推移 

（図 産業-3） 産業分類別事業所・従業員数の推移 
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林業は、スギやヒノキの植林地が多く、八溝材生産の拠点であるとともに、シイタケ

などの特用林産物の生産も盛んな地域となっています。近年、木材価格の低迷や林業従

事者の高齢化など、林業を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。 

 

資料：農林業センサス 

 

④工業の状況 

元来、烏山和紙など伝統的工業が存し、高度経済成長や工業化の進展に併せて、昭和

５０年以降、富士見台工業団地や烏山東工業団地が開発・分譲され、県内外からの企業

誘致に成功し、地域産業に占める機械や電気工業等の割合が高まりました。 

しかし、最近では、経済状況の低迷による産業の空洞化等により、事業所数や製造品出

荷額の減少、企業立地の低迷など工業を取り巻く環境は厳しい状況に置かれています。 

なお、栃木県は、多様な分野の産業がバランスよく集積した国内有数の「ものづくり

県」であり、近年では、先端技術や研究開発機能を有する企業の進出を含めて、企業誘

致数が全国上位で推移するなど新しい動きが生まれています。 
 

 

資料：工業統計調査 

  

（図 産業-4） 販売農家の内訳 

（図 産業-5） 事業所数・従業者数・製造品出荷額の推移 
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⑤商業の状況 

小売店舗数や商品販売額は近年減少傾向にあります。これは、個人消費の低迷に加

え、周辺都市に大型商業施設の立地・モータリゼーションの進展による生活圏の広域化

などにより、宇都宮市やさくら市・高根沢町（塩谷地区）へ購買が流出しているためで

す。この結果、中心市街地の集客力は衰退し、空き店舗が増加するなど、かつての｢ま

ち｣の賑わいは減少しており、商店街の活性化が大きな課題となっています。 
 

 
資料：商業統計（平成２４年以降は経済ｾﾝｻｽ活動調査） 

⑥観光の状況 

本市には、那珂川県立自然公園をはじめ、日本の原風景といえる豊かな自然景観や那

珂川、荒川、温泉、歴史伝承施設、都市農村交流施設（農業体験施設、農産物直売所

等）及び国指定の重要無形民俗文化財である「烏山の山あげ行事」など豊富な観光資源

を有していますが、本市の観光入込数は、東日本大震災等により観光施設等を一部閉鎖

した影響から、平成２３年度以降、大幅に減少しています。 

しかし、平成２８年１２月に「烏山の山あげ行事」がユネスコ無形文化遺産に登録さ

れるなどの効果により徐々に観光入込数が回復傾向にあります。また、本市は、東京圏

まで２時間程度とＪＲ烏山線によりアクセスのし易さなどから日帰り観光が見込める地

理的優位性を有しています。そのため、本市の豊かな地域資源と結びつけた「観光地域

づくり」への移行による着地型観光の推進など、さらなる観光業を発展させる可能性を

秘めています。 

 

 

資料：栃木県観光入込数・宿泊数推計調査  

（図 産業-6） 小売店舗数・従業者数・年間商品販売額の推移 

（図 産業-7） 観光入込数 
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①豊かな自然環境 

本市は、那珂川県立自然公園をはじめ、八溝山系の緑深い森林、美しい田園風景、里

山などの恵まれた自然環境が色濃く残っています。 

この地域では、市内を南北に貫流する那珂川、そして支流である荒川が長い年月をか

けて蛇行しながら大地を削り形成された穿入蛇行と呼ばれる地形が見られるほか、川沿

いにはかつてここが海であった時代の地層が露頭し、河原ではクジラや貝などの化石が

多く産出されているなど学術的にも注目されています。 

その他にも、山や渓谷ではなく田園風景が広がる平地にできた「龍門の滝」、世界中

で栃木県内に４か所のみ自生する国内希少野生動植物種である「シモツケコウホネ」な

ど、貴重な自然資源を有しています。 

 

②恵まれた歴史と文化 

本市では、清流那珂川を中心に豊かな自然環境に囲まれていることから、古くより人々の生活

が営まれ、市内各所に縄文時代の遺跡や古墳時代の横穴式古墳など、特色ある文化財が多く

存在しており、歴史と伝統に育まれた貴重な文化資源を有しています。 

市の北部には、奈良平安時代の遺跡で国史跡に指定された「長者ヶ平官衙遺跡附東山道跡」

があります。古代の役所跡である長者ヶ平官衙は、古代の官道である東山道跡及び郡衙間の連

絡道と推定されるタツ街道が近接する交通の要衝に立地しており、本市だけでなく日本の古代国

家における交通体系や地方支配体制を具体的に示すものとして非常に重要です。 

烏山市街地の西側には、国史跡の指定を目指す「烏山城跡」があり、この城跡は、那須氏の一

族により現在の地に築城され、自然の地形を上手く利用した難攻不落の城として、江戸時代にな

ると烏山藩の居城として、幾多の変遷を経ながら明治時代まで使用された栃木県を代表する城と

いわれています。 

また、450 余年の歴史と伝統を誇る移動式野外劇「烏山の山あげ行事」は、全国 32 の祭礼

行事とともに「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産に登録されているほか、国選択無

形民俗文化財に指定されている「塙の天祭」、烏山和紙を代表する「程村紙」なども挙げられ、こ

れら歴史的、伝統的文化の保存継承に取り組んでいます。 

さらには、日本の近代化に貢献してきた構造物や建築物など、現在の生活や文化の直接の基

盤となり、地域の歴史や文化を物語る身近な文化財といわれる「近代化遺産」も数多く有していま

す。 

 

③ジオパーク構想の推進 

本市では、前述のような、自然と人々の関わりを学べる里山と里川の自然環境を背景

に、持続可能な地域社会の形成や地域振興を図るため、官民協働による「那須烏山ジオ

パーク構想推進協議会」を設立し、地域の様々な遺産の保護と教育や観光、防災などへ

の活用等の事業を展開しています。 
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①調査の目的 

本調査については、人口減少・少子高齢化の進展、地域経済力の衰退など、本市を取

り巻く社会経済環境が一段と厳しさを増している状況を踏まえ、今の時代に即した、ま

ちづくりビジョンの根幹となる『第２次総合計画』策定のための基礎的資料として市民

の意向を把握することを目的としています。 

 

②調査の方法 
 

■調査地域  那須烏山市全域 

■調査対象 １６歳以上の男女個人 

■標本数  ２，０００票 

■抽出方法 那須烏山市在住の１６歳以上の男女から無作為抽出 

■調査方法  郵送による調査票の配布・回収 

■調査時期  平成２７年１１月 

 

③調査票の配布数及び回収結果 
 

区分 

配布数 ２，０００票 

有効回収数 ６７５件 

有効回収率 ３３．８％ 

 

④過去の調査との比較 

今の時代に合った、まちづくりビジョンの根幹となる『第２次総合計画』を策定する

ため過去の調査と比較し、市民のニーズがどのように変化しているのか把握し、調査と

比較し市民の考えや期待するまちづくりを整理する。 
 

■前回調査 ：平成２３年８月実施 

■前々回調査：平成１８年６月実施 

 

⑤総合戦略策定に関わる意向調査結果の反映 

総合計画と連動した取り組みが求められる「まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成

２８年３月）」策定時において、「若い世代や高校生のこれからの生活に関する意識調

査」（平成２７年１１月）を実施しており、その際に把握した人口減少の抑制、雇用の

場の創出、若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える環境づくりなどに対する意向

結果については、『第２次総合計画』の内容に反映しています。 
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［那須烏山市のこれからのまちづくり］ 

「市民が誇れるもの・特色」については、「美しい山や川などの自然資源」「伝統あ

る祭りや独自のイベントなどの文化資源」を大切にする意識が強い傾向にあり、那須烏

山市が誇る貴重な地域資源として、次代に継承していくことが期待される結果となって

います。 

「これから重視すべきまちづくり」については、「子どもを生み育てやすい」「誰も

が安心して便利に暮らせる」「雇用労働機会の安定した活気のある」まちづくりに対す

る強い意向がうかがえ、若い世代が望む子育て環境の充実や雇用の場の確保、高齢者が

いつまでも安心して暮らせる環境づくりなどの重要性が高まっています。 

［那須烏山市のまちづくりに対する評価］ 

市民の「施策に対する納得度・重要度」の結果から、今後も継続的な取り組みが期待

される施策（納得度：高、重要度：高）として、「安全な水の安定した供給」「子ども

の安全・安心な教育環境」「消防・防災体制」などが挙げられます。 

同様に、今後のまちづくりにおける重要な施策（納得度：低、重要度：高）として、

「救急医療」「安心して子どもを生み育てられる環境」「子育てと仕事の両立を支援す

る体制」「自家用車に頼らない移動手段」などが挙げられます。 

また、過去の調査との比較をみると、今後のまちづくりにおける重要な施策のほか、

市民の納得度のポイントを下げている「商店街再生の取り組み」や「高等教育を受けさ

せやすい支援環境」「教育施設の充実」などが、今後のまちづくりを取り組むうえで重

視していく必要があります。 

なお、都市建設分野、健康福祉分野、教育文化分野、経済環境分野、行政経営分野に

おけるそれぞれの「過去の調査結果との比較：各施策・事業の評価の相関」について

は、資料編に掲載しています。 
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①市民が誇れるもの・特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ 結果概要 ） 

・若い世代に多い“伝統ある祭りや独自性のある文化”を大切にする意識 

・中高年世代に高い“美しい山や川などの自然”に対する誇りの意識 

○ 「美しい山や川などの自然資源」「伝統ある祭りや独自のイベントなどの文

化資源」に誇り 

【参考】過去の調査結果との比較：那須烏山市の誇れるもの・特色 

－全般的な数値の推移－ 

・過去の調査結果とほぼ同様の傾向 

・伝統や独自性のある歴史・文化、観光に関わる個性（レクリエーション資源・美味

しい食材など）を那須烏山市の特色とする意識が強まる傾向 

・自然資源を特色とする意識が弱まる傾向 

【数値が高くなったもの】 

・“名勝・史跡などの歴史的資源”“伝統ある祭りや独自のイベントなどの文化資源”

“自然を活かした観光レクリエーション資源”“伝統的な工芸をはじめとする工業

生産の環境”“地元ならではの味覚を提供する美味しい食材” 

【数値が低くなったもの】 

・“美しい山や川などの自然資源”“素朴で人情味のあふれる市民性” 
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②これから重視すべきまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ 結果概要 ） 

・多くの世代で期待される“明るく健やかな子どもが生まれ育つ子育て環境の充実” 

・若い世代に強い“豊かな自然環境を持つ美しいまち”に対する期待 

・中高年世代に強い“高齢者が安心して暮らせる環境”“雇用労働機会の安定”に対

する期待 

○ 子どもを産み育てやすい、豊かな自然環境につつまれた、誰もが安心して便

利に暮らせるまちづくりが望まれている。 
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   市民の施策に対する納得度・重要度によりまちづくりの方向性を把握します。 

  【納得度：高、重要度：高】…継続的な取り組みが期待される施策 

   【納得度：低、重要度：高】…今後のまちづくりにおける重要な施策 

   【分野】都市建設分野、健康福祉分野、教育文化分野、経済環境分野、行政経営分野 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】過去の調査結果との比較：これから重視すべきまちづくり 

－全般的な数値の推移－ 

・過去の調査結果とほぼ同様の傾向 

・生活利便や暮らしやすさ（子育て環境の充実、商業・公共サービスの機能強化、雇

用の場の確保など）を望む意識が強まる傾向 

【数値が高くなったもの】 

・“子育て環境の充実したまち”“商業環境や公共サービスの利用が便利なまち”“雇

用労働機会が安定した活気のあるまち”“観光資源を活かした魅力あるまち” 

【数値が低くなったもの】 

・“自然環境につつまれた美しいまち”“災害や事故の少ない安全なまち”“環境にや

さしいまち”“行財政改革が進むまち” 

－各施策・事業の納得度（得点の算出結果より）－ 

【納得度が高いもの】 

・“安全な水の安定した供給（0.832）”“適正なごみ収集や処理（0.422）”“生活排水

の適切な処理（0.210）” 

【納得度が低いもの】 

・“商店街再生のための取り組み（-0.989）”“市民自らによる国際交流（-0.640）”

“高等教育を受けさせやすい支援環境（-0.623）” 

－各施策・事業の重要度（得点の算出結果より）－ 

【重要度が高いもの】 

・“救急医療（1.234）”“安心して子どもを生み育てられる環境（1.226）”“子育てと

仕事の両立を支援する体制（1.198）” 

【重要度が低いもの】 

・“市民自らによる国際交流（0.180）”“人権啓発の取り組み（0.346）”“消費者への

相談体制（0.376）” 

－各施策・事業の満足度と重要度の相関－ 

【納得度：高、重要度：高】…継続的な取り組みが期待される施策 

・“安全な水の安定した供給”“子どもの安全・安心な教育環境”“消防・防災体制” 

【納得度：低、重要度：高】…今後のまちづくりにおける重要な施策 

・“救急医療”“安心して子どもを生み育てられる環境”“子育てと仕事の両立を支援

する体制”“自家用車に頼らない移動手段” 

○ 全体的に各施策・事業の納得度は低く（平均：-0.23）重要度は高く（平

均：0.74）なっている。 
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＜各施策・事業の満足度と重要度の相関＞ 
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前総合計画後期基本計画では、基本構想に基づき、８つの基本目標により３９政策・

１２０施策を設定しています。施策については、まちづくり編８８施策、行政経営編３

２施策とし２５０の成果指標を設定し目標達成に向けて取り組んできました。また、前

総合計画前期基本計画におけるチャレンジプロジェクトの進捗状況を踏まえ、当時の社

会情勢や市民の声を反映しながら、「人口減少対策」「防災対策」「地方分権対策」の

３つの視点を重視した５つの新たなプロジェクトを設定し取り組みを進めてきました。 

ここでは、前総合計画後期基本計画の主な取組や成果指標の平成２７年度の進捗状況

を踏まえた検証を行い、今後の課題を整理します。 

なお、進捗率の算出方法、成果指標に関わる目標値や実績値の一覧、主な取組等につ

いては、資料編に掲載しています。 

 

 

 
 

施策の進み具合を把握する成果指標の進捗率を基に、前総合計画後期基本計画におけ

るチャレンジプロジェクト、基本目標として掲げた８つの項目（まちづくり編：５項

目、行政経営編：３項目）、基本目標の実現を図る政策それぞれの取り組み状況を検証

します。 

 

 

□全体総括 

前総合計画後期基本計画の１２０施策に対する２５０成果指標の進捗率は７４．６％

となっており、概ねの施策が着実に遂行されていることが判断できます。 

 

 

①チャレンジプロジェクト 

３つの視点を重視した５つのチャレンジプロジェクト（「魅力あるまちづくりプロジ

ェクト」「安心・便利な環境づくりプロジェクト」「健康で元気いっぱいプロジェク

ト」「学習機会があふれるまちプロジェクト」「市民協働によるまちづくりプロジェク

ト」）に関する１０５成果指標の進捗率は７５．５％で全体を上回る結果となってお

り、効果的・効率的なプロジェクトの実施がうかがわれる結果となっています。 
 

項目 成果指標数 進捗率 

前総合計画後期基本計画 成果指標の進捗率   

 全体総括 250 74.6 

 チャレンジプロジェクト 105 75.5 

 

 

②基本目標として掲げた８つの項目 

「基本目標５.自然や環境を大切に次代へつなぐまちづくり（８１.８％）」「基本目

標２.安心して暮らせる思いやりのまちづくり（７８.４％）」において進捗率が高くな

っています。 

一方、「基本目標７.効率的で質の高い行政経営（５２.６％）」「基本目標６.市民と

ともにあゆむ行政経営（５４.３％）」において進捗率が低くなっています。 
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＜基本目標の進捗状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 成果指標数 進捗率 

前総合計画後期基本計画 成果指標の進捗率   

基
本
目
標 

１．居心地のよい安全なまちづくり 45 74.9 

２．安心して暮らせる思いやりのまちづくり 65 78.4 

３．人と文化を育むふれあいのまちづくり 39 74.6 

４．活力あるにぎわいのまちづくり 42 77.9 

５．自然や環境を大切に次代へつなぐまちづくり 11 81.8 

６．市民とともにあゆむ行政経営 17 54.3 

７．効率的で質の高い行政経営 9 52.6 

８．無駄のない自律的な行政経営 22 77.4 

 

 

③基本目標の実現を図る政策 

基本目標の実現を図る政策それぞれの進捗状況は以下のとおりです。 

－基本目標１ 居心地のよい安全なまちづくり－ 

全般的に進捗率が高いことから、概ねの施策が着実に遂行されていることがうかが

え、特に「道路の整備」「下水道の整備」「公共交通網の充実」の進捗率が高くなって

います。 
 

項目 成果指標数 進捗率 

前総合計画後期基本計画 成果指標の進捗率   

政
策 

1-1 道路の整備 4 93.8 

1-2 公共交通網の充実 5 80.1 

1-3 良好なまちづくりの推進 11 55.3 

1-4 上水道の整備 4 77.9 

1-5 下水道の整備 6 87.2 

1-6 安全安心なまちづくりの推進 11 77.3 

1-7 高度情報化の推進 4 75.0 
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［今後の課題］ 

□庁舎整備等の大規模な施設整備や公共施設等の計画的な管理 

□道路、橋りょう、上下水道施設等の数多くのインフラ資産に対する維持管理費用の増加 

□公共施設等のマネジメントシステムの導入による費用対効果の高い行財政運営 

□コンパクトシティを基本としたまちづくりにより持続可能な地域社会を形成するため、都市

拠点の整備や定住支援、公共交通によるネットワークの形成 

□災害時等における情報伝達手段の確保 

□市役所被災に対する対策、災害時におけるＢＣＰ（業務継続計画）の策定 

□定住支援及びシティプロモーションの推進 

 

－基本目標２ 安心して暮らせる思いやりのまちづくり－ 

全般的に進捗率が高いことから、概ねの施策が着実に遂行されていることがうかが

え、特に「生活の自立支援の充実」「障がい者福祉の充実」「地域福祉の充実」の進捗

率が高くなっています。 
 

項目 成果指標数 進捗率 

前総合計画後期基本計画 成果指標の進捗率   

政
策 

2-1 保健・医療の充実 25 76.2 

2-2 高齢者福祉の充実 11 81.7 

2-3 地域福祉の充実 7 84.7 

2-4 障がい者福祉の充実 2 85.8 

2-5 児童福祉の充実 13 75.7 

2-6 生活の自立支援の充実 1 100.0 

2-7 人権擁護、男女共同参画、青少年健全育成、消費

者生活安定の推進 
6 74.3 

［今後の課題］ 

□妊娠・出産・育児に対する切れ目のないサービスを提供 

□市内保育施設・教育施設のあり方について検討し保育の質の向上、量の確保 

□高齢化社会に対応するための健康づくりの啓発、地域医療機関との連携強化、国民健康保険

の適正な運営 

□慢性的に不足している看護師や介護士、保育士等の専門職の人材確保 
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－基本目標３ 人と文化を育むふれあいのまちづくり－ 

進捗率が比較的高く、特に「国際交流等の推進」「生涯学習の充実」「学校教育の充

実」の進捗率が高くなっています。 
 

項目 成果指標数 進捗率 

前総合計画後期基本計画 成果指標の進捗率   

政
策 

3-1 学校教育の充実 16 76.2 

3-2 生涯学習の充実 9 77.4 

3-3 文化の振興 7 68.7 

3-4 スポーツの振興 5 65.3 

3-5 国際交流等の推進 2 87.5 

［今後の課題］ 

□児童生徒の減少による学校教育の対応 

□施設の老朽化に伴う公民館や図書館の運営 

□貴重な歴史・文化・伝統の地域資源としての活用施策の充実や展示施設の整備、資料館機能

の充実 

□東京オリンピック・パラリンピックや栃木県開催の国民体育大会を契機としたスポーツの交

流や指導者・選手の育成 

 

－基本目標４ 活力あるにぎわいのまちづくり－ 

進捗率が比較的高く、特に「就業支援」「観光の振興」の進捗率が高くなっています。 
 

項目 成果指標数 進捗率 

前総合計画後期基本計画 成果指標の進捗率   

政
策 

4-1 農林水産業の振興 20 79.4 

4-2 商工業の振興 14 71.3 

4-3 観光の振興 6 80.9 

4-4 就業支援 2 100.0 

［今後の課題］ 

□農林業就業者の減少及び担い手の高齢化 

□商工業の事業所数や従業員数の減少による地域経済に与える影響 

□６次産業化、ブランド認証制度の確立などによるしごとや雇用の創出 

□既存の観光資源を磨きあげ、観光集客による地域の賑わいの創出 

□観光関連施設及び展示物の老朽化、来館者数の減少 
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－基本目標５ 自然や環境を大切に次代へつなぐまちづくり－ 

「自然環境の保全・活用」「生活環境の保全」ともに進捗率が比較的高くなっています。 
 

項目 成果指標数 進捗率 

前総合計画後期基本計画 成果指標の進捗率   

政
策 

5-1 自然環境の保全・活用 3 86.6 

5-2 生活環境の保全 8 79.9 

［今後の課題］ 

□下水道施設への接続や合併浄化槽設置・促進による生活排水対策の強化 

□ごみの減量化及び３Ｒ活動の実践や普及啓発 

□再生可能エネルギーの導入拡大 

 

－基本目標６ 市民とともにあゆむ行政経営－ 

進捗率が全般的に低く、特に「公正の確保と透明性の向上」の進捗率が低くなってい

ます。 
成果指標未設定の「政策６－４ 広域行政の改革」を除く。 

項目 成果指標数 進捗率 

前総合計画後期基本計画 成果指標の進捗率   

政
策 

6-1 地域や市民との協働の推進 8 58.6 

6-2 公正の確保と透明性の向上 6 47.8 

6-3 市民サービスの向上 3 55.6 

［今後の課題］ 

□ボランティア団体やＮＰО法人等の育成及び市政への参画 

□自治会等の地域コミュニティの活性化 

□マイナンバー制度を活用した窓口業務の民間委託（各種証明書の発行、届け出業務等） 

□市民サービスの評価手法の確立 

□南那須地区広域行政事務組合の行政改革の推進 

 

－基本目標７ 効率的で質の高い行政経営－ 

進捗率が全般的に低く、特に「定員管理の適正化」「組織の見直し」の進捗率が低く

なっています。 
 

項目 成果指標数 進捗率 

前総合計画後期基本計画 成果指標の進捗率   

政
策 

7-1 組織の見直し 2 47.5 

7-2 定員管理の適正化 2 45.7 

7-3 給与制度等の見直し 2 50.0 

7-4 人材の育成・確保 3 62.5 

［今後の課題］ 

□本庁方式への移行 

□行政のスリム化による良質な行政サービスの実施（民間委託の実施） 

□多様化する行政ニーズに対する専門職員の確保 
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－基本目標８ 無駄のない自律的な行政経営－ 

進捗率が比較的高く、特に「第３セクターの見直し」「公共施設の適正配置・管理」

の進捗率が高くなっています。 
 

項目 成果指標数 進捗率 

前総合計画後期基本計画 成果指標の進捗率   

政
策 

8-1 事務・事業等の見直し 7 68.9 

8-2 公共施設の適正配置・管理 3 91.1 

8-3 第３セクターの見直し 1 100.0 

8-4 効率的・効果的な財政運営 5 80.0 

8-5 歳入の確保 5 74.0 

8-6 公営企業等の見直し 1 83.0 

［今後の課題］ 

□中長期財政計画に基づく健全な財政運営 

□外部による政策評価の制度構築 

□ＩＣＴを活用した行政経営の効率化 

□行政手続きのオンライン化 

□公共施設等総合管理計画を踏まえた施設等の計画的な統合・再編整備及び適正な維持管理

（施設カルテの整備や施設ごとの個別計画の策定・推進等） 

□自主財源の確保対策（未利用財産の処分、収納対策強化等） 
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市民と共に目指すべき市の将来像を具現化するため、時代の潮流、那須烏山市の特

徴、市民意向調査結果や前総合計画の取り組み状況を踏まえ、まちづくりの課題を整理

します。 

 

 
 

わが国の人口は、２００８年をピークとして人口減少の局面に入っています。今後、

２０５０年には９，７００万人程度となり、２１００年には５，０００万人を割り込む

水準まで減少するとの推計があります。人口減少の影響は、消費市場の規模縮小だけで

なく、地域経済の縮小により住民経済力の低下につながり、地域社会の様々な基盤の維

持を困難なものにするとされています。そのため国においては、「まち・ひと・しごと

創生法」を制定し、「潤いある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」「地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保」「地域における魅力ある多様な就

業の機会の創出」の一体的な推進を図ることとしています。 

一方、本市の人口は、総合戦略による人口の現状分析で、２０４０年には１８，５０

０人程度まで減少すると推計しています。そのため、総合戦略では２０４０年に２０，

０００人の維持を目標とし、各施策を展開することとしています。 

少子高齢・人口減少の進行は、地域経済の規模縮小だけでなく、地域コミュニティの

機能低下、伝統文化の保存・継承など市民生活に与える影響や市税の減少、市街地内の

空き家・空き店舗・空き地等の低・未利用地や郊外における耕作放棄地の増加、社会保

障費の増加等による財政状況の悪化、それに伴う公共サービスの低下など行政に与える

影響が懸念されます。 

少子高齢・人口減少に対応するため「総合戦略の人口の目指すべき将来の方向」を踏

まえ、総合戦略による施策を確実に取り組むことが必要であります。また、人口減少の

本格的な到来を迎え、人口減少に歯止めかけるための積極的な施策の展開と人口構造に

適したコンパクトなまちづくりに取り組む必要があります。 
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人口減少は、地域経済や市民生活、行政運営など様々な分野に影響を及ぼすため、人

口減少の深刻な状況と今後のまちづくりについて市民と意識の共有を図る必要がありま

す。そのため積極的な市民への情報提供によりまちづくりに参画しやすい仕組みづくり

や民間活力の積極的な活用による簡素・効率的な行政体制への転換等を図る必要があり

ます。 

また、高齢者の活力を地域に活かし、子どもの育ちと子育てに安心できるコミュニテ

ィづくりなどに取り組む必要があります。 

 

 
 

本市の人口は、合併以降、年少人口が年々減少する一方、老年者人口の増加により高

齢化率が伸びており、少子高齢化の問題は最重要課題として位置付けられます。市民が

安心した暮らしを確保するためには、安心して子どもを生み育てられる環境と高齢者・

障がい者が健康で生きがいを持てる環境の整備が必要となります。 

少子化対策や高齢者・障がい者福祉に対応するためには、保健・医療・福祉の連携に

より包括的な支援・サービス体制を構築することが重要であり、また、慢性的に不足し

ている看護師、介護士、保育士等の専門職の人材育成と地域で支え合う環境づくりに取

り組む必要があります。 

 

 
 

本市の前総合計画では、「豊かな自然環境や伝統・歴史・文化を大切に守る意識」

「市の活力や人々の賑わいを育む姿勢」「誰もが安らぐ住みやすい環境づくり」の視点

を重視し各施策に取り組んできました。 

前総合計画を踏まえつつ、「烏山の山あげ行事」や「塙の天祭」、烏山和紙（程村

紙）などの伝統文化や田舎暮らしを満喫できる自然など、豊かな地域資源を活かしなが

ら郷土愛の醸成に努めるとともに、特色・魅力を広め「住みたいまち」としての環境づ

くりに努める必要があります。 

また、少子化や過疎化の進展により子どもたちを取り巻く環境の変化や価値観が多様

化しているなか、持続可能なまちづくりを進めるには、将来を担う心身ともに健やかな

子どもの育成や市民一人ひとりが活躍できる環境づくりが必要となります。そのため、

将来にわたり意欲と創造性をもって活動できる人材の育成や社会の変化に順応できる個

性を活かした教育の充実等に努めていく必要があります。 

 

 
 

人口減少は、地域における消費者数の減少に結びつき、商業等の産業活動の低迷が予

測されます。中小企業や零細企業、個人経営店の多い本市においては、地域経済の規模

縮小や消費の落ち込みなど、直接影響が及んでいるものと思われます。また、本市の産

業人口は年々減少傾向にあり、特に第１・２次産業は、産業の担い手不足や需要構造の

変化などによる問題が顕在化しています。 
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こうした状況の変化に対応し産業の活力・維持や発展を図るため、既存産業の振興、

地域の特性を生かした産業創出、雇用施策の充実、豊富な資源を活用した魅力ある観光

づくり、コンパクトシティを形成するための中心市街地の再生に努める必要がありま

す。また、消費者のニーズに応じた生産、供給が可能になり、農林水産業者の所得向

上、地域の活性化につながるとされる６次産業化への取り組みや新たな市場開拓などの

取り組みも進めていく必要があります。 

 

 
 

東日本大震災や熊本地震、台風災害により市民の不安は一層増大しており、災害の未

然防止や被害の最小化に向けた、都市基盤の整備や防災体制の充実が求められていま

す。そのため、ハードとソフト事業を組み合わせた防災対策と地域の実情に応じた防災

体制の構築を図るなど市民の安全安心な生活を確保する防災の環境づくりに取り組む必

要があります。 

 

 
 

少子高齢化の進行により社会保障関係経費の増大等により極めて厳しい財政状況が続

くことが想定されることから、国は引き続き「経済再生なくして財政健全化なし」を基

本とし、「経済・財政再生計画」の枠組みの下、手を緩めることなく本格的な歳出改革

に取り組むこととしています。 

一方、本市の財政状況は、人口減少等の影響により地方税等の自主財源が伸び悩む中

で、扶助費や公債費等の経常的経費の増加により財政の弾力性を失いつつあります。ま

た、地方交付税の合併による財政上の特例措置が段階的に縮減されるなど厳しい財政運

営が予想されます。 

将来にわたる負担軽減を図るため「選択と集中」による基本的考えの下、一層の行財

政改革に取り組み、「那須烏山市中長期財政計画」の予算規模の適正化を進める必要が

あります。また、同時に人口減少に歯止めをかけるため地方創生を踏まえた総合戦略の

取り組みを進め、地域経済の活性化を図り、地方税等の自主財源の確保を図る必要があ

ります。 

 

 
 

高度経済成長期に整備した公共施設は、耐震性や設備の老朽化など様々な課題を抱え

ています。こうした状況を踏まえ、公共施設の適切な規模とあり方を検討し、当面の具

体的な整備プログラムを示す「那須烏山市公共施設再編整備計画」を平成２７年３月に

策定し運用を開始しています。一方、本市では道路・橋りょう・上下水道施設をはじめ

とする数多くの社会インフラを所有しており、今後の維持管理費用の増加が懸念されて

います。こうした背景を踏まえ「公共施設等総合管理計画」を平成２９年３月に策定し

ました。そのため公共施設等を取り巻く現状や将来にわたる課題等を客観的に整理し、

公共施設の更新・統廃合・長寿命化による適正配置等に努め、公共サービスの低下を招

くことなく、次世代に過大な負担を残さない費用対効果の高い公共施設マネジメントの

適切な運用に取り組む必要があります。 
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本市を取り巻く社会経済情勢は、少子高齢化の進行と人口減少社会の到来、複雑化・

多様化する地域課題や市民ニーズなど大きく変化しています。このことから、市民が安

心・安全で潤いと活力に満ちた生活を送るため、本市の基本理念である『みんなの知恵

と協働による“ひかり輝く”まちづくり』を基本に、本市のまちづくりの現状・課題、

総合戦略による目標等を踏まえ、市民と一体となった持続可能なまちづくりに取り組む

ための５年後の目指すべきまちの将来像を掲げます。 
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本市の目指すべき将来像を実現するために、「健康・福祉」「教育・文化」「経済産

業」「住環境・都市基盤・防災・環境」「協働・行政経営」の５つの分野ごとに基本目

標を掲げます。 

 

 
 

◇若い世代が結婚を前向きに捉えられる意識の醸成、妊娠期から子育て期に至るまでの

各段階に応じた多様な支援など、切れ目なく提供していく体制の充実を図り、安心し

て暮らせるまちづくりを目指します。 

◇医療・保健・福祉の総合的支援体制と地域全体で支え合う仕組みの充実を図り、可能

な限り住み慣れた地域で、自分らしく生きがいをもった暮らしができるまちづくりを

目指します。 

 

 
◇学ぶことの意義を理解し意欲をもって幅広い知識と教養を身に付け、豊かな心やたく

ましくしなやかに生きるための健康、体力を身に付けた子どもの育成を目指します。 

◇自己の人格を磨き、豊かな人生を送るため、文化的教養を高め、スポーツに親しみ、

健康な市民の育成を目指す生涯学習社会の形成を目指します。 

 
 

◇地域資源や立地の特性を活かした産業振興や安定した魅力ある雇用創出を図るととも

にやりがいと充実感を感じることができるワーク・ライフ・バランスの実現に取り組

み、活力による賑わいのあるまちづくりを目指します。 

◇本市の豊かな自然と貴重な文化・歴史資源の魅力の発信を強化し、多くの人を惹きつ

け賑わいのあるまちづくりを目指します。 

 
 

◇本市の魅力を最大限に引き出し、市内在住者が「住み続けたいまち」として、また、

市外からは新たな定住の場として多くの人に訪れてもらい、豊かな自然や歴史・文化

に触れ、他では味わうことのできない魅力により「住みたいまち」となるまちづくり

を目指します。 

◇時代に即した都市環境の形成や交通機能の充実、日々の生活の安全・安心の確保など

暮らしの利便性を高めるまちづくりを目指します。 

◇本市の豊かな自然環境の保全・活用を図るとともに、省エネルギーや３Ｒ等の推進に

より、環境に配慮したまちづくりを目指します。 

  



36 

 

 

 

 
 

◇地域や市民との協働を推進し、市民に開かれた行政経営のできるまちづくりを目指し

ます。 

◇多様な市民のニーズや時代の変化に対応するため、限られた資源や財源の中で、効率

的な行政サービスを図り、持続可能で自立的な行政経営のできるまちづくりを目指し

ます。 

 

  



37 

 

 
 

平成２８年３月策定の総合戦略では、人口減少問題を真摯に受け止め、今ある貴重な

資源を磨きつつ地方創生に取り組み、持続可能なまちを目指すため将来人口の目標を設

定しています。このことから総合戦略による人口ビジョンを本計画の将来人口の規模と

して設定します。 

 

  
総合戦略では、人口の現状分析及び将来展望を踏まえ今後の人口の目指すべき方向を以下

の４つの基本的な視点より人口減少に歯止めをかける施策を展開することとしています。 
 

 
 

  
総合戦略では、目指すべき将来人口の規模について、人口の自然増減として合計特殊

出生率の向上を、人口の社会増減として人口移動の収束を目標に設定し、将来人口を維

持することとしています。なお、平成２７年国勢調査結果では総合戦略の推計値から３

６６人が減少していますが、総合計画では総合戦略を踏まえた人口減少対策・地方創生

に取り組むため、総合戦略による目指すべき将来人口を総合計画の将来人口規模とし設

定します。 
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＜将来人口の推移：総人口＞ 

 

 
資料：国勢調査、推計については総合戦略 

 

 

＜将来人口の推移：人口３区分＞ 

 

 

資料：国勢調査、推計については総合戦略 
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◇本市は、八溝山系に属する山間地や丘陵地帯が広がり、那珂川や荒川などの清流が貫

流する特色ある地勢を背景に、一般国道２９４号と主要地方道宇都宮那須烏山線を主

軸とした２つの都市核（南那須市街地・烏山市街地）を有する２極分散型の都市構造

を呈しています。 

◇本市を取り巻く情勢は、人口減少・少子高齢化の進展、市民ニーズの複雑・高度化、

そして地域経済活力の衰退等により市街地の賑わいは薄れつつあります。このような

ことから、人口減少や超高齢化社会においても快適・便利で暮らしやすい、また環境

にもやさしく都市経営コストの面からも持続可能な“コンパクトな都市づくり”を進

めていく必要があります。 

 

 
 

土地は市民生活や産業経済活動と密接に結び付いた限りある貴重な資源であるため、

本市における持続可能な集約型都市構造の形成や自然的・都市的土地利用の区分・バラ

ンス等に配慮しつつ、有効な利用や適正な転換に努めていくものとします。 
 

［農用地］ 

◇農業の担い手の高齢化や後継者不足による耕作放棄地の増加が懸念される農用地につ

いては、本市の基幹産業の更なる発展を視野に、優良な農業生産基盤の維持や効率的

な利用を促す集約化・集積等を図り、適正規模の確保や減少の抑制に努めるものとし

ます。 

［森林］ 

◇八溝山系や那珂川県立自然公園、生活に身近な里山環境など、本市の都市構造を特徴

づける緑豊かな森林については、水源のかん養、土砂災害の防止、美しい景観形成等

の多面的機能の継承や、那須烏山ジオパーク構想の展開等も見据えた健全な保全・整

備に努めるものとします。 

［宅地］ 

◇住宅地については、人口規模を踏まえた市街地の無秩序な拡大の抑制を基本に、人口

減少を緩和する「市内在住者の定着」及び「市外からの移住等の促進」につながる良

好な居住環境の形成や、街なかの住宅ストックとなる空き家・空き地等の低・未利用

地の有効活用に努めるものとします。 

◇工業用地については、本市での安定した雇用の創出や地域産業の振興を図るため、既

存企業の留置につながる良好な操業環境の維持・充実や、新たな企業の誘致及び立地

を促す必要な用地の確保等に努めるものとします。 

◇商業用地については、空洞化が懸念される中心市街地の活性化を基本に、誘客につな

がる街なかへの都市機能の集積や空き店舗対策の推進等に努めるものとします。 

［その他］ 

◇那珂川・荒川の清流に代表される河川については、流域の特性に応じた多様な機能の

維持・向上や、浸水等の災害リスクの低減を図る取組に努めるものとします。 

◇市内外の活発な交流・連携を支える道路については、広域との連携や市内の骨格の形

成など、それぞれの路線が担うべき機能の充足を基本に、新たな整備の推進や適切な

維持管理・更新等に努めるものとします。 
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本市の前総合計画基本構想の『将来都市構造』を尊重し、２つの市街地の適正な機能

分担・連携の強化、居住環境の向上や産業の振興に資する土地利用の誘導、市内や都市

間の交流・連携を高める連携軸の整備により、市域の一体的発展の形成に努めます。ま

た、人口減少や超高齢化社会において、本市が持続的に成長し、市民の誰もが住み慣れ

た場所で将来にわたり安心して暮らし続けることができるよう、地域の特性や人口規模

に見合った都市基盤の整備、生活サービス機能の集約と確保、公共ネットワークの形成

等により利便性の高いまちづくりを進めます。 
 

 

 
◇中心市街地のにぎわいと活力づくりや、全国に誇れる歴史文化の継承及び有効活用を

図るゾーン。また、那珂川の清流などの豊かな自然と共生しつつ、都市機能の集積に

よる都市活動や居住の拠点としての機能を強化していきます。 

 
◇宇都宮地域を補完する居住機能・産業機能の強化・育成を図りつつ、暮らしやすい定

住環境の形成を図るゾーン。また、美しい丘陵の自然などと調和した那須烏山の魅力

と豊かさが感じられる定住促進機能を強化していきます。 

 
◇丘陵の自然を活かしつつ、居住機能・産業機能の強化・育成を図るゾーン。生活・産

業・観光などのさまざまな機能を活かし、本市の活力づくりを支援する機能を強化し

ていきます。 

 
◇八溝山系に属しつつ、県立自然公園を有した豊かな自然環境を活かし、那須烏山市の

魅力が感じられる交流拠点の形成を図るゾーン。また、数多くの貴重な観光資源のネ

ットワーク化など交流機能を強化していきます。 
 

 

 
◇新本庁舎等の行政機能を含めた都市拠点機能の誘導や、ＪＲ駅及び公共公益施設の集

積などを活かし、本市の都市活動全般にわたる中核として機能するエリア。コンパク

トシティによる居住機能の誘導や豊富な歴史文化資源の活用と併せ、市のシンボルと

なるような都市環境を形成していきます。 

 
◇宇都宮地域への近接性、福祉・教育・文化といった公共施設の集積、ＪＲ駅及び近隣

商業機能などを活かし、定住促進の中核として機能するエリア。公共施設の適正な配

置や効率的な土地利用の推進などにより、本市の定住促進拠点としての環境を形成し

ていきます。 
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◇都市活動や広域的な生活・経済活動を支えるなど、本市の交通体系の骨格を構成する

幹線道路などを位置付けます。 

 
◇周辺地域の開発動向を活かしつつ、定住促進や産業振興など、将来に向けての活力創

出を支援する幹線道路などを位置付けます。 

 
◇市域内及び周辺地域とのネットワーク形成により、生活・産業・観光などの様々な交

流を支援する主要な道路を位置付けます。 

 
◇沿川地域における広域的な観光・レクリエーション機能の一翼を担う軸として、清流

那珂川及び荒川を位置付けます。 

 

＜将来都市構造イメージ図＞ 
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第２次総合計画の実現に向けまちづくりを進めていくためには、厳しい財政状況を直

視し、限られた資源や財源の中で取り組むことが重要になります。 

このため、本市では、実現に向けた施策や具体的事業を財政的視点から検証し、実行

性を高める「那須烏山市中長期財政計画」を策定しています。第２次総合計画の実施に

際しては、この中長期財政計画を踏まえ、まちづくりに取り組みます。 

なお、本市中長期財政計画は、決算状況及び経済動向、国・県の政策等を考慮しなが

ら、財政の健全性と安全性を確保し、予算編成の指針となるべく、毎年計画の見直しを

行います。 

＜中長期財政計画＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中長期財政計画の推計方法】 

１計画期間：平成 29（2017）年度から平成 38（2026）年度 

２推計方法 

①過去の決算額の推移及び平成 29 年度の当初予算額を基準に当初予算計上目標値を設定。 

②計画期間中の消費税は８％で試算。 

③平成 30 年度以降の普通建設事業は、公共施設等総合管理計画計上の充当可能財源相当（8.9

億円）を標準事業費として計上。 

④平成 30 年度～平成 34 年度の 5 年間で集中的に施設の統廃合を下記の条件で実行した場合

の推計。（公共施設統廃合の条件：面積 12,000 ㎡縮減、維持管理削減コスト 234 百万円/

年）  

財政見通し：歳入 

財政見通し：歳出 

百万円 

百万円 

11,045 

11,453 11,373 11,327 11,265 11,150 

10,696 10,587 10,432 10,101 

11,045 

11,453 11,373 11,327 11,265 11,150 

10,696 10,587 10,432 10,101 
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まちづくりの課題で示しましたとおり、本市では庁舎や学校、生涯学習施設等、非常

に多くの公共施設が昭和４０年～５０年代にかけて整備されたものであり、老朽化対策

が課題となっています。 

こうした背景を踏まえ、次世代に過大な負担を残さない費用効果の高い行財政運営を

推進していくために、中長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化を計画的に行う

ことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置実現に向

けて、『那須烏山市公共施設等総合管理計画』を策定しています。 

このことから、公共施設等総合管理計画を踏まえ公共施設の適正な管理に努め、総合

計画の実現を図ります。 

 

 
 

本市の財政状況を勘案すると建築物系公共施設を維持するためには、今後４０年間で

年間１６．９億円が不足します。公共施設の統廃合に向けた取組みが急務となります。 
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◇本庁舎整備の優先検討、検討結果を踏まえた建築物系公共施設の統合・再編の検討 

 

  
◇既存公共施設の有効活用の検討、コスト縮減を念頭に置いた効率的・効果的な整備の

検討、住民 1 人当たりの延床面積を３．０㎡以内に設定 
 

  
◇公共施設等の集約整備によるコンパクトシティの実現、公共交通や幹線道路の充実に

よる効果的なネットワークの形成 
 

  
◇廃止となった公共施設の売却や賃貸等による収入の確保、改修・更新費用の縮減及び

平準化、維持管理に関する積極的な民間活力の導入 

 

 

 
 

可能な範囲での延床面積の削減に向け、当面の間における削減目標値を以下のとおり

設定しています。 
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本市が目指すべき将来像に向けた「５つの基本目標」を実現するため、政策の基本的

な方向及び政策の柱、そして重点的に取り組む施策を掲げ、まちづくりを展開していき

ます。また、本市におけるまちづくりの課題を踏まえた政策・施策を企画し、下記の 3

つの大きな柱に沿って課題解決に向けた事業の展開を図ることとします。 
 

 

 

 

  
◇市民と行政の協働によるまちづくりを進めていくため、まちづくりの課題についての

認識を共有し、丁寧かつ建設的な議論により合意形成を図る全員参加のまちづくりを

推進します。 

 

  
◇将来にわたって住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、１０年後、２０年後の将来

を見据えながら選択と集中により事業の優先順位を明確化するとともに、市民との合

意形成を図りながら、安全かつ良質な公共サービスが確実、効率的に実施されるよう

行財政改革を進め、財政状況の立て直しを図ります。 

 

  
◇本市を取り巻く社会・経済情勢が絶えず変化する中、業務の効率化と負担の軽減を図

るとともに、地方創生の推進による相乗効果を高めるため、自治体間の広域的な連携

を強化します。 
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基本目標の実現と本市の持続的な運営を図るためには、都市機能の構造的な改革を視

野に入れた中長期的な施策の組み合わせとともに計画的な展開が重要になります。人口

減少や高齢化社会に対応し、市民が求める子どもを産み育てやすい環境づくりや、中長

期的な視点に立った快適・便利で暮らしやすいコンパクトなまちづくりを基本とした取

り組みを進めます。 
 

 
 

政策・施策の取り組みに際し、分野ごとの個別的な取り組みでは、事業相互の重複や

限られた取り組みとなり、市民の多様なニーズに応えることが難しくなります。そのた

め、分野ごとの政策・施策を可能な限り組み合わせ、相互連携による相乗効果につなが

る人口減少対策を展開していきます。 
 

 
 

基本目標を実現するための政策と具体的な取り組みを示す施策に対し、成果指標を設

定し、検証・改善する「PDCA サイクル」の確立による効率的な事業を展開します。ま

た、成果指標の設定、政策・施策の検証には、地域経済分析システムや各種統計資料等

の活用により、人口や産業、社会インフラ等の現状や将来の動向に関する必要なデータ

の分析を行い、本市の強み・弱みなど特性に即した地域課題等を把握するとともに市民

参画による市民の目線に立った、より効果的な取り組みを進めます。 
 

 
 

第２次総合計画を確実に進めていくためには、財源の確保が必要です。そのため、市

税収入をはじめとする歳入の予測と本市総合計画と連携した歳出の見通しを中長期的な

視点から示した那須烏山市中長期財政計画を踏まえ、費用対効果の高い財政運営を図り

ます。基本目標の実現に向けた政策・施策を財政的な視点から検証し実効性を高めてい

きます。また、国、県の財政支援を有効活用するとともに、PDCA サイクルの確立によ

り予算重視から決算・成果を重視し、課題の的確な把握と創意工夫により財源の確保に

努めます。 
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５つの基本目標を実現するそれぞれの政策の基本的な方向を以下に掲げます。 

［政策数 ➡ 全２０、政策の柱 ➡ 全６２］ 
 

 

  
未婚化・晩婚化・晩産化などの進行による年少人口の減少に歯止めを掛けるため、若

い世代が結婚や子育てに対して抱く希望がかなえられるよう地域全体で応援する意識の

醸成や結婚・妊娠・出産・子育てを支えていく環境づくりに取り組みます。 

［政策の柱］ ◆結婚及び婚活支援の充実 

◆妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援体制の充実 

◆保育の質・量の充実 

◆子育てに関わる経済的負担の軽減 
 

  
少子高齢化による健康を取り巻く環境や医療等の社会保障費の増大に対応するため、

医療費削減に向けた健康づくりと、地域医療の拠点である那須南病院の機能充実として

南那須地区広域行政事務組合を構成する那珂川町、医師会との連携を強化し、婦人科の

創設等を検討します。また、在宅医療が可能となる地域医療体制の機能充実や普及啓発

を図り、生涯にわたって心身ともに市民一人ひとりが健やかに生活できる環境づくりに

取り組みます。 

［政策の柱］ ◆健康づくりの推進と健康支援 

◆地域包括ケアシステムの構築と地域医療体制の充実 

◆国民健康保険の適正運営 
 

  
障がい者・高齢者が住み慣れた地域で生き生きと、安心して暮らしやすい環境づくり

に向けて、ユニバーサルデザインに配慮した環境づくりを進め、地域全体で支え合う仕

組みづくりと自分らしく地域の中で活躍できる生きがいづくりに取り組みます。また、

介護保険事業の適正なサービス運営や後期高齢者医療制度の適正な運営に取り組ます。 

［政策の柱］ ◆障がい者の自立支援及び生きがいづくりの推進 

◆高齢者の自立支援及び生きがいづくりの推進 

◆介護保険制度の安定的な運営 

◆後期高齢者医療制度の適正運営 
 

  
 「子ども」「障がい者」「高齢者」等の地域のあらゆる住民が、お互いに支え合い、安

心して暮らせる福祉の環境づくりに向けて、地域福祉の中核を担う社会福祉協議会との

連携を強化し、地域福祉活動の充実や気軽に相談できる窓口体制の充実を図るとともに

自治会、各種団体等とのネットワークを形成し、地域による見守体制の強化充実に取り

組みます。 

［政策の柱］ ◆地域福祉活動及び地域福祉基盤の充実   
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本市の子どもたちが郷土に対する愛着や誇りを持ち、意欲を持って幅広い知識と教養

を身に付け、地域と連携した郷土愛を育む学習機会の拡充やグローバル社会で活躍でき

る多様な人材を育成する学校教育の推進など、特色ある教育・学習機会の提供を図りな

がら学力の向上に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆学力向上のための教育活動と学習支援の充実 

◆学習環境の充実 

◆学校施設の充実と適正配置 

◆高等学校教育の支援 
 

  
豊かな人生を送るため、文化的な教養を高め、スポーツに親しみながら健やかな暮ら

しを実現する生涯学習の充実に向けて、いつでも自由に学ぶことができる学習機会の充

実と健康の維持・増進に向けたスポーツ振興の充実に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆生涯学習活動及び環境の充実 

◆グローバル人材の育成 

◆スポーツ活動の推進 

◆スポーツ施設の充実 
 

  
市民の潤いと活力ある暮らしに向けて、文化芸術活動への支援充実を図るとともに、

ユネスコ無形文化遺産に登録された「烏山の山あげ行事」や国指定史跡に指定された「長

者ヶ平官衙遺跡附東山道跡」、国指定史跡を目指す烏山城跡などの歴史的、伝統的文化を

保護、継承し、また、地域が有する貴重な文化的、自然的資源を活用したジオパークなど

の活動と連携することで、幅広い文化の振興に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆歴史・文化・伝統を育む環境づくり 

◆文化財の保護・継承と有効活用 
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定住促進や地域の活力の向上に向けて、安定した雇用を創出するため、ハローワーク

や南那須地区雇用協会等との連携強化を図ります。本市の企業の魅力や雇用情報を提供

するほか、求職者を対象とした就労機会の提供等による地元企業への就労支援や創業し

やすい環境づくりに取り組みます。また、少子高齢化による労働人口の減少に対応する

ため、女性が活躍できる仕組みづくりや障がい者・高齢者の雇用確保を促進するととも

に、“働きやすい、働きたい”職場環境を整えるためのワーク・ライフ・バランスの推進

に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆雇用支援体制の充実 

◆女性の活躍促進 

◆ワーク・ライフ・バランスの推進 
 

  
少子高齢化に伴う農林業の担い手の高齢化、後継者不足に対応するため、農林業後継

者の育成・確保に向けた支援策の拡充、八溝そばをはじめとするブランド農業の推進、

農商工連携による６次産業の推進、八溝材の積極的な活用等による林業の振興により農

林業の生産性の向上と高付加価値による稼げる農林業への転換に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆農業振興体制の充実 

◆農業担い手の確保 

◆農業所得・生産力の向上 

◆林業・水産業の振興 
 

  
市の活力や賑わいをもたらす商工業の振興に向けて、商工会や金融機関等との連携強

化を図り、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。また、商店

会等による自主的な商業活性化活動、空き店舗の有効活用、地域資源の活用による新事

業の創出、既存企業の事業拡大及び新規立地等の企業誘致を支援し、地域経済の活性化

に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆中小企業の振興 

◆商業活性化の支援 

◆新事業創出及び企業誘致の推進 
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観光産業の創出と持続可能な観光振興を図るとともに、ＪＲ烏山線利用向上にも繋が

る持続可能な観光地域づくりの構築に向け、豊富な地域資源を活用した「体験型」「交流

型」「滞在型」の要素を取り入れたニューツーリズムの推進による「まちなか観光」の再

構築を図ります。また、日本版ＤМОの育成や観光協会の強化など、民間を主体とした

観光推進体制の確立を目指すとともに、観光施設の機能強化や宿泊客の確保策を含めた

観光客の受け入れ基盤を整備するなど、交流人口増加による賑わいの創出に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆地域資源を活用した観光地域づくりの構築 

◆観光をけん引する推進体制の確立 

◆観光客の受け入れ基盤整備  
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人口減少等の影響により、集落や都市構造が大きく変化する中、本市が持続的に成長

し市民の誰もが住み慣れた場所で暮らし続けていくため、地域の特性や人口規模に見合

った都市基盤の整備と日常生活の中で容易に移動できる交通手段の確保に取り組みます。

また、市民の憩いの場である公園・緑地等の維持管理の体制づくり、転出抑制・移住の増

加を図る定住支援や空き家活用など居住環境の確保に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆コンパクトシティを基本としたまちの形成 

◆公共交通環境の充実 

◆良質な住環境と市民の憩いの場の環境づくり 

◆定住支援の充実 
 

  
本市の将来都市構造による道路交通の役割や地域のニーズに応じた円滑な交通の

確保に向けて、優先順位や費用対効果等を勘案し、計画的かつ効率的な道路整備に取

り組みます。また、限られた財源の中で、定期的な点検、計画的な補修を行う「予防

保全型」の維持管理に転換し、道路施設等の長寿命化に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆効率的・効果的な道路整備 

◆道路・橋りょう管理の充実 
 

  
安全で良質な水の安定的な供給を図るため、上水道・簡易水道事業の統合再編や計

画的な水道施設・設備の維持管理、給水人口等を踏まえた上水道会計の経営の健全化

に取り組みます。また、快適な生活環境や水質保全を図るため、地形の条件や集落構

造等を考慮しながら、公共下水道事業の推進や合併浄化槽の普及促進を図るととも

に、維持管理費のコスト削減などにより下水道事業等会計の経営の健全化に取り組

みます。 

［政策の柱］ ◆安定した水の供給 

◆公共下水・集落排水の推進 

◆合併浄化槽の普及促進 
 

  
各分野による施策や新たな ICT 技術を踏まえて、これまで整備した情報通信基盤の有

効活用による市民の利便性の向上や効率的な行政運営を図るため、ホームページや SNS

による情報発信の強化、マイナンバー制度を活用した ICT の利活用、防災情報システム

の再構築等により地域情報化を推進するとともに、コンビニ交付サービスや航空写真等

を全庁的に活用できる統合型 GIS、公共施設等を適正に管理するためのシステムの導入等

に向けて行政情報化の推進に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆地域情報化の推進 

◆行政情報化の推進 
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市民の生命、身体、財産を守り、安全安心な暮らしの確保に向けて、自主防災組織の育

成や防災システムの再構築等による防災対策の推進、消防団員の確保・活動の充実や災

害時の業務継続計画、福祉避難所の行動計画の策定による災害時の対応力の強化を図り

ます。また、子ども見守り隊の拡充や支援による防犯体制の強化、交通事故を防ぐ効果

的な交通安全対策の強化に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆防災対策の推進 

◆災害対応力の強化 

◆防犯対策の推進 

◆交通安全対策の推進 
 

  
環境基本条例の基本理念に基づき環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、

自然環境や景観に配慮した再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの推進を図る

とともに、元気な森づくり県民税を積極的に活用した里山林の整備・促進による自然

環境の保全・活用に取り組みます。また、ゴミの分別化・資源化を促進し、ゴミの減

量化を図るとともに、南那須地区広域行政事務組合を構成する那珂川町と連携した

費用対効果の高いゴミ処理施設・し尿処理施設の整備を検討します。 

［政策の柱］ ◆自然環境の保全・活用 

◆生活環境の保全 
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人口減少による地域コミュニティの希薄化に対応するため、自治会や関係機関等の連

携を強化し、地域を学ぶ機会の創出や情報交換の場の創出等によるコミュニティ活動の

充実に取り組みます。また、公共サービスの新たな担い手としてボランティア団体や NPO

法人等による自主的なまちづくりを育成・支援し、まちづくり活動の充実を図るととも

に、市政に対する意見や提案を市政に反映する広聴・広報機能の充実や市民参画の機会

の拡充、本市の魅力を発信するための情報発信体制の整備や積極的な情報提供による行

政の透明性の向上に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆コミュニティ活動の充実 

◆まちづくり活動の充実 

◆広聴・広報機能の充実 

◆市民参画や協働に資する情報の共有化 
 

  
人口減少等の影響により厳しい財政運営が見込まれ、将来を見据えた選択と集中によ

る行財政運営を進めるため、中長期財政計画を踏まえた行財政改革の推進及び適正な進

行管理を行う行財政改革に取り組みます。特に、市役所の分庁方式から本庁方式への移

行、散在する老朽化した公共施設の統廃合等による公共施設の適正配置に取り組みます。

また、地方交付税の縮減や消費税の引き上げなどを見据え、使用料や手数料、補助金等

の見直し、民間活力を活かした行政負担のスリム化及び職員数の適正な定員管理に取り

組みます。さらには、税の徴収強化、未利用財産の処分、ふるさと納税制度の活用等によ

り歳入の確保に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆公共施設の適正配置 

◆事務事業の見直し 

◆組織の見直し及び定員管理の適正化 

◆安定した歳入の確保 
 

  
各種政策・施策を進めていくためには、公共サービスの新たな担い手として、ボラン

ティア団体等の活躍が重要であり、社会福祉協議会をはじめ関係機関との連携を強化

し、ボランティア団体等の育成・確保するための各種団体の現状把握や団体の発足や育

成に繋がる事業に取り組みます。 

また、地方分権への対応や地方創生の推進を図るため、産官学の連携、職員研修、人事

評価制度の充実を図り、職員の人材育成と専門性を有する人材の確保に取り組みます。 

［政策の柱］ ◆ボランティア団体等の育成・確保 

◆職員の人材育成と専門性を有する人材の確保   
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計画策定で位置付けを示しました総合戦略は、人口減少問題による厳しい現状を市民と

共有し、本市の基本理念である「みんなの知恵と協働による“ひかり輝く”まちづくり」

の実現を目指すため、総合戦略による人口ビジョンで掲げた人口将来展望の４つの基本的

視点を踏まえ、人口、経済、地域課題に対して一体的に取り組むこととしています。 

本市の将来像実現に向けて、地方創生に取り組み人口減少問題による課題を克服するた

め、総合戦略の施策を重要施策とし、第２次総合計画の施策へ反映することとします。 

 

 
 

本市における総合戦略の施策体系は以下に示すとおりです。 
 

 
 

施策の体系 施 策 具体的施策 

1-1-1 

新たな産業の創出 

創業支援体制の整備 

1-1-2 企業誘致及び立地の促進 

1-1-3 地域おこし協力隊の導入 

1-1-4 未利用財産の利活用 

1-2-1 

地域産業の支援 

地域産業の経営基盤強化 

1-2-2 特産品のブランド化推進 

1-2-3 ふるさと応援寄附金の活用 

1-3-1 

就労の支援 

（仮称）実践雇用創造協議会の設置 

1-3-2 新規就農者等への総合支援 

1-3-3 ワーク・ライフ・バランスの整備促進 

 

 
 

施策の体系 施 策 具体的施策 

2-1-1 

市の魅力発信 

ホームページリニューアル 

2-1-2 営業戦略推進部隊による情報発信 

2-1-3 なすから未来大使（仮称）による情報発信 

2-2-1 定住支援の促進 定住支援対策の充実 

2-3-1 
観光集客力の向上 

自然と文化、歴史を活かした観光振興対策 

2-3-2 都市住民との交流 
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施策の体系 施 策 具体的施策 

3-1-1 結婚支援の充実 結婚への意識醸成と出会いの場の創出 

3-2-1 妊娠期から子育て期までの総合的

支援 
妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援体制の充実 

3-3-1 妊娠・出産支援 安心して妊娠、出産ができる環境の充実 

3-4-1 

地域における子育て支援 

保育の質・量の充実 

3-4-2 子育て支援サービスの充実 

3-4-3 多子世帯への支援 

3-5-1 子育て環境の充実 子どもを育てやすい生活環境の充実 

 

 
 

施策の体系 施 策 具体的施策 

4-1-1 
コンパクトシティを基本としたま

ちづくり 

ＪＲ烏山駅前の活性化及びＪＲ烏山線の利用向上 

4-1-2 中心市街地の活性化 

4-1-3 公共交通ネットワーク形成 

4-2-1 グローバル人材育成 英語ビレッジ構想の推進 

4-3-1 
健康寿命の延伸 

ロングライフプロジェクト事業の実施 

4-3-2 多機能型福祉施設「高齢者ふれあいの里」の拡充 

4-4-1 自然環境保全と快適で安全なまち

づくり 
自然環境保全と快適で安全なまちづくり 

4-5-1 
教育環境の充実 

個性を活かす教育環境の充実 

4-5-2 県立烏山高等学校との連携 

4-6-1 

活力ある地域の形成 

市民協働によるまちづくり（まちづくりチャレンジ

プロジェクト）の実施 

4-6-2 地域医療体制の充実 

4-6-3 広域圏及び金融機関等の連携 
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第２次総合計画と総合戦略における具体的施策との関係を以下に示します。なお、総

合計画の施策に反映した取組については、前期基本計画内の該当箇所に、双方が関連す

る取組であることがわかるよう表示します。 
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①都市建設分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ 結果概要 ） 

・納得度平均：増加の傾向、重要度平均：低下の傾向 

・“自家用車に頼らない交通手段”は今後のまちづくりにおいてさらに重要性を増す

傾向 
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②健康福祉分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ 結果概要 ） 

・納得度平均：やや停滞の傾向、重要度平均：やや停滞の傾向 

・“安心して子どもを生み育てられる環境”“子育てと仕事の両立を支援する体制”

“高等教育を受けさせやすい支援環境” は今後のまちづくりにおいてさらに重要

性を増す傾向 
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③教育文化分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ 結果概要 ） 

・納得度平均：やや停滞の傾向、重要度平均：やや停滞の傾向 

・“教育施設の充実”は今後のまちづくりにおいてさらに重要性を増す傾向 
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④経済環境分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ 結果概要 ） 

・納得度平均：やや停滞の傾向、重要度平均：やや停滞の傾向 

・“商店街再生の取り組み”は引き続き今後のまちづくりにおける重要な施策（満足

度低・重要度高）の位置づけ 
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⑤行政経営分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ 結果概要 ） 

・納得度平均：増加の傾向、重要度平均：低下の傾向 

・施策全般において一定の成果がうかがえる（納得度の増加、重要度の低下）傾向 
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進捗率の算出方法 

◉ 目標値に対する直近の実績値（平成２７年度）の状況を進捗率とする。 

◉ 計画策定時の現状値から減少を目標とする成果指標や組織数・団体数など成果指標

については、原則、計画策定時の現状値から直近の実績値（平成２７年度）の状況

を進捗率とする。 

◉ 組織数や団体数などの指標について、増加目標としていても、人口減少等の影響を

勘案し現状以上を維持すべきと判断できる成果指標は、目標値に対する直近の実績

値（平成２７年度）の状況を進捗率とする。 

◉ 達成できたものは１００％とし、減少を目標値とし増加した成果指標については、

原則０％とする。 

※成果指標一覧表内の網掛け箇所は市民意向調査結果の回答割合によるもの 

－基本目標１ 居心地のよい安全なまちづくり－ 
 

政策１-１ 道路の整備 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

効率的に移動できる道路網 71.4 69.8 78.0 ％ 89.5 

身近な生活道路 72.0 68.8 78.0 ％ 88.2 

道路に対する苦情・要望への対応率 75.0 83.0 85.0 ％ 97.6 

道路愛護活動団体数 53 87 60 団体 100.0 

［主な取り組み内容］ 

■社会資本整備総合交付金事業（通学路の歩道整備等、公共施設・観光地へのアクセス向上） 

■合併特例債事業 単独道路整備（市道の効率的整備による地域交通の円滑化） 

■辺地道路整備（山間地域等の幹線道路整備） 

■橋りょう長寿命化（点検・補修） 

■ふれあいの道づくり事業 

■道路維持管理 

 

政策１‐２ 公共交通網の充実 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

自家用車に頼らない移動手段が

確保されていると思う人の割合 
32.2 50.1 44.0 ％ 100.0 

JR烏山線が利用しやすいと思う

人の割合 
61.3 65.5 66.0 ％ 99.2 

市民号による JR 烏山線の利用

人数 
50 84 300 人 27.0 

烏山駅の１日平均乗車人員 588 532 620 人 85.8 

市営バス等の延べ利用人数 37,703 33,568 38,000 人 88.3 

  



66 

 

 

［主な取り組み内容］ 

■市営バスの運行管理（４路線 内２路線を廃止） 

■コミュニティバス運行（２路線 片岡線Ｈ２５廃止） 

■デマンド交通の運行管理（２地区） 

 

政策１‐３ 良好なまちづくりの推進 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

土地利用計画の達成度（農用地） 25.1 23.9 24.5 ％ 100.0 

土地利用計画の達成度（森林） 46.6 46.6 45.1 ％ 0.0 

土地利用計画の達成度（宅地） 5.3 5.8 5.7 ％ 100.0 

暮らしやすいと感じている市民の

割合 
62.8 68.9 75.0 ％ 91.9 

地籍調査進捗率 73.87 77.53 80.00 ％ 96.9 

「都市再生ビジョン」における整

備プログラム事業の進捗率 
0.0 0.0 25.0 ％ 0.0 

市営住宅管理解体棟数 0 1 5 戸 20.0 

民間住宅の耐震診断及び耐震改修

件数 
2 0 25 件 0.0 

自然と住宅地等との環境調和 72.3 74.7 75.0 ％ 99.6 

社会増減 ▲ 327 ▲ 411 0 人 50.8 

定住促進奨励金交付件数 96 74 150 件 49.3 

［主な取り組み内容］ 

■公共施設再編整備計画、公共施設等総合管理計画の策定（公共施設の更新・統廃合・長寿命化のあり方

を示す） 

■公共施設のマネジメント導入・検討（計画的な管理を行うための手法） 

■中央公園の整備構想の検討 

■空き家対策事業 

■都市マスタープランの推進、立地適正化計画の策定検討 

■烏山駅前活性化事業 

■定住支援（定住促進住まいづくり、空き家等情報バンク、住宅リフォーム助成、若者定住促進家賃補助） 

 

政策１－４ 上水道の整備 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

水道普及率 97.0 96.7 99.0 ％ 97.7 

安全な水が安定して供給されて

いると思う人の割合 
92.6 96.3 93.0 ％ 100.0 

耐震管整備率 8.8 3.4 13.0 ％ 26.2 

最大稼働率 75.0 65.7 75.0 ％ 87.6 
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［主な取り組み内容］ 

■新水道ビジョンの策定 

■上水道整備及び維持管理 

 

政策１‐５ 下水道の整備 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

生活汚水処理施設普及率 49.0 53.6 64.0 ％ 83.8 

生活排水が適正に処理されてい

ると思う人の割合 
71.9 81.9 80.0 ％ 100.0 

南那須処理区水洗化率 87.4 89.3 91.0 ％ 98.1 

烏山中央処理区水洗化率 27.3 34.9 60.0 ％ 58.2 

事業実施区域の水洗化率 82.4 88.7 92.0 ％ 96.4 

合併浄化槽処理人口 6,652 7,737 8,940 人 86.5 

［主な取り組み内容］ 

■下水道整備及び維持管理 

■合併浄化槽の普及 

 

政策１‐６ 安全安心なまちづくりの推進 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

交通事故発生件数（年間） 576 468 540 件 100.0 

交通安全の施設などが整ってい

ると思う人の割合 
63.9 66.2 64.2 ％ 100.0 

刑法犯認知件数（年間） 168 83 151 件以下 55.0 

防犯ボランティア団体数 23 23 25 団体 100.0 

防災通信基盤の整備状況 100.0 100.0 100.0 ％ 100.0 

自主防災組織数 2 7 10 団体 62.5 

防災訓練（市民） 1 10 1 回（各年） 100.0 

防災訓練（職員） 1 1 2 回（各年） 50.0 

団員数 660 605 660 人 0.0 

消防・防災体制が充実していると

思う人の割合 
77.9 82.9 85.0 ％ 97.5 

火災発生件数（年間） 24 12 10 件 85.7 

［主な取り組み内容］ 

■災害対策事業 

■災害情報の確保 

■消防団活動事業 

■消防施設事業 

■消防水利施設整備事業 
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政策１‐７ 高度情報化の推進 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

携帯電話利用可能指定避難所、避

難施設不感箇所 
7 0 0 箇所 100.0 

地上デジタル放送難視聴地域 71 0 0 地域 100.0 

情報セキュリティポリシーの遵守 98.9 100.0 100.0 ％ 100.0 

電子申請等対象事務 3 3 6 件 0.0 

［主な取り組み内容］ 

■基幹系システム再構築及び運用 

■情報系システム再構築及び運用 

■マイナンバー制度 
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－基本目標２ 安心して暮らせる思いやりのまちづくり－ 
 

政策２‐１ 保健・医療の推進 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

健康づくりや疾病予防が十分だ

と思う人の割合 
79.4 80.7 80.0 ％ 100.0 

肥満者の割合（40歳～60歳男性） 29.3 25.3 25.0 ％ 93.0 

肥満者の割合（40歳～60歳女性） 20.0 19.3 20.0 ％ 100.0 

朝食を欠食する人の割合（中学生） 5.8 2.9 0.0 ％ 50.0 

運動を習慣化している人の割合

（40 歳～60 歳男性） 
15.3 18.7 22.0 ％ 85.0 

喫煙者の割合（40 歳代男性） 50.0 44.4 45.0 ％ 100.0 

健康まつり（健康部門）参加者数 501 318 700 人 49.0 

健診での平均腹囲（男性） 84.5 84.5 83.0 cm 0.0 

健診での平均腹囲（女性） 82.3 81.2 80.0 cm 47.8 

メタボリックの認知度 86.6 89.7 90.0 ％ 99.7 

地区組織参加者数 735 393 890 人 100.0 

地区組織推進会員数 173 163 240 人 67.9 

新生児（養育支援）訪問事業 98.2 97.0 100.0 ％ 97.0 

妊娠 11 週間以内の妊娠届率 90.3 93.6 100.0 ％ 93.6 

妊娠一般健康診査「異常なし」の

割合 
92.7 92.8 100.0 ％ 92.8 

5 歳児発達相談から「経過観察」

となる児の割合 
52.5 51.1 35.0 ％ 8.0 

高齢者予防接種率（季節性インフ

ルエンザ） 
67.4 66.0 75.0 ％ 88.0 

大腸がん検診受診率（集団検診） 16.7 19.4 30.0 ％ 64.7 

乳がん検診受診率（集団と施設の

総数） 
13.6 16.0 20.0 ％ 80.0 

救急医療などが充実していると

思う人の割合 
58.8 66.5 70.0 ％ 95.0 

那須南病院の医師数・看護師数・

医療技術職員等数 
148 139 150 人 92.7 

国民健康保険税の収納率 90.6 93.1 93.0 ％ 100.0 

レセプト点検効果率 1.00 1.08 0.92 ％ 100.0 

一人あたり医療費 269 326 264 千円 0.0 

一人あたり医療費の伸び率 2.82 1.10 2.00 ％ 100.0 
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［主な取り組み内容］ 

■地域医療体制の充実（那須南病院の支援、休日医療・小児救急医療・在宅医療の充実 

■地域包括ケアシステム構築 

■診療所の運営 

■国民健康保険の運営 

■なすからすやま健康プランに基づく事業推進（歯科・食育、こころの健康づくり） 

■乳幼児・妊産婦への支援（思春期教室の実施、乳児家庭訪問事業、乳幼児健康診断、妊婦検診、妊産

婦医療、不妊治療 等） 

 

政策２‐２ 高齢者福祉の充実 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

高齢者がいきいきと活躍できる環

境が整っていると思う人の割合 
68.3 69.2 72.0 ％ 96.1 

高齢者の自立支援体制が整って

いると思う人の割合 
69.1 69.5 72.0 ％ 96.5 

いきいきクラブ加入率 24.4 19.0 25.0 ％ 76.0 

シルバー人材センター就業者率 90.5 86.0 92.0 ％ 93.5 

福祉タクシー券利用者数 235 431 300 人 100.0 

介護・支援を必要としない高齢者

の割合 
83.3 82.7 82.7 ％ 100.0 

認知症サポーター養成数 1,347 3,414 2,150 人 100.0 

介護予防サポーター数 17 31 70 人 44.3 

介護サービス利用者率 86.5 83.1 90.0 ％ 92.3 

介護保険料の徴収率 98.0 98.5 98.5 ％ 100.0 

被保険者一人当たりの医療費 623 652 580 千円 0.0 

［主な取り組み内容］ 

■高齢者の自立支援（地域包括支援センター運営事業、多機能型福祉施設運営事業、地域自立生活支援

等事業、認知症総合支援事業、ロングライフプロジェクト事業、介護予防・生活支援事業） 

■介護保険の運営 

■老人クラブ活動支援 
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政策２‐３ 地域福祉の充実 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

地域ぐるみで助け合う福祉の環

境が整っていると思う人の割合 
68.3 71.0 70.0 ％ 100.0 

高齢者の自立支援体制が整って

いると思う人の割合 
69.1 69.5 72.0 ％ 96.5 

障がいをもった人の暮らしやす

い環境が整っていると思う人の

割合 

57.6 63.8 60.0 ％ 100.0 

安心して子どもを生み育てられ

る環境が整っていると思う人の

割合 

57.9 60.2 60.0 ％ 100.0 

社会福祉協議会会員数 6,200 5,448 6,200 人 87.9 

福祉ボランティア数 1,472 902 2,000 人 45.1 

福祉ボランティア団体数 70 51 80 団体 63.8 

［主な取り組み内容］ 

■社会福祉協議会との連携 

■ボランティアの育成 

 

政策２‐４ 障がい者福祉の充実 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

障がいを持った人の暮らしやす

い環境が整っていると思う人の

割合 

57.6 63.8 60.0 ％ 100.0 

障がい者グループホーム定員 100 86 120 人 71.7 

［主な取り組み内容］ 

■障がい者の自立支援（障がい福祉計画に基づく障がい者福祉サービスの提供） 

■グループホーム等の確保 

■障がい者相談支援専門員の確保 
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政策２‐５ 児童福祉の充実 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

未就学児を安心して育てられる環

境が整っていると思う人の割合 
57.9 60.2 63.0 ％ 95.6 

就学児を安心して育てられる環

境が整っていると思う人の割合 
57.9 60.2 63.0 ％ 95.6 

合計特殊出生率 1.28 1.36 1.40 ％ 97.1 

市次世代育成支援関連事業進捗

率（H27）・子ども子育て支援事

業計画事業進捗率（H29） 

91.5 92.3 95.0 ％ 97.2 

児童相談家庭等訪問件数 67 48 80 件 60.0 

子育て支援拠点（センター・ひろ

ば型）の延べ利用者数 
8,819 8,484 9,800 人 86.6 

こども館移動出前サロン（年間） 700 2,296 900 人 100.0 

こども館利用者数（年間） 6,503 8,798 7,900 人 100.0 

延長保育延べ利用者数 3,319 1,738 4,500 人 38.6 

一時保育延べ利用者数 200 320 250 人 100.0 

母子家庭自立支援訓練給付金申請 0 0 5 件 0.0 

母子寡婦福祉資金貸付金受付 3 3 10 件 30.0 

母子自立支援員兼婦人相談員相

談活動 
47 54 65 件 83.1 

［主な取り組み内容］ 

■放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブの運営） 

■子育て支援センター事業 

■こども館の運営 

■ファミリーサポートセンター事業 

■病児保育事業 

■保育環境の充実（保育園、幼稚園の運営・支援、保育士等の確保 等） 

■経済的支援（こども医療助成、第 3 子保育料の免除等） 

■児童虐待防止対策 

 

政策２‐６ 生活自立支援の充実 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

自立による保護廃止の世帯数 4 3 3 世帯 100.0 

［主な取り組み内容］ 

■生活保護法に基づく適正な保護の実施 

■生活困窮者自立支援事業 
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政策２‐７ 人権擁護、男女共同参画、青少年健全育成、消費者生活安定の推進 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

人権啓発の取り組みが充実して

いると思う人の割合 
73.7 78.3 77.0 ％ 100.0 

政策・方針決定過程への女性参画

の拡大 
28.7 26.7 35.0 ％ 76.3 

青少年指導員数 2 2 2 人 100.0 

青少年の健全育成が図られてい

ると思う割合 
73.4 74.1 76.0 ％ 97.5 

消費生活センターの周知 50.0 64.7 90.0 ％ 71.9 

トラブル相談件数の減少 56 85 28 件 0.0 

［主な取り組み内容］ 

■男女共同参画の推進 

■人権啓発促進 

■青少年健全育成事業 

■消費者の自立支援（消費生活センター運営） 
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－基本目標３ 人と文化を育むふれあいのまちづくり－ 
 

政策３‐１ 学校教育の充実 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

不登校児童の割合 0.4 0.2 0.4 ％ 100.0 

不登校生徒の割合 2.0 1.6 2.0 ％ 100.0 

学級支援員等の配置 27 21 30 人 70.0 

児童・生徒の相談件数 300 289 340 件 85.0 

サタデースクール実施による学

習理解度の向上 
86.8 87.7 90.0 ％ 97.4 

普通教室のモニター（デジタルテ

レビ）整備 
7.0 67.0 87.0 ％ 77.0 

児童生徒用ＰＣ整備 48.0 71.0 90.0 ％ 78.9 

教職員のＩＣＴ活用能力 23.0 26.0 3.0 ％ 0.0 

外国語指導助手数割合 0.78 0.78 0.86 人 90.7 

奨学資金支給人数（年間） 33 33 14 人 0.0 

地域交流時間数 18.0 21.5 24.0 時間/校 89.6 

学校再編整備計画の進捗率 0.0 100.0 100.0 ％ 100.0 

教職員研修実施数 13 15 25 回 60.0 

一斉メール配信保護者登録率 60.0 91.0 95.0 ％ 95.8 

教育施設が充実していると思う

人の割合 
67.3 68.0 80.0 ％ 85.0 

子どもの安全・安心な教育環境が

整っていると思う人の割合 
74.0 79.9 80.0 ％ 99.9 

［主な取り組み内容］ 

■学校教育に関する諸施策の見直し・充実 

■児童生徒の諸問題の早期発見・対応 

■幼・保・小・中の連携強化（小中一貫教育推進 等） 

■特別支援教育の充実（適応指導教室運営、すこやか推進室による事業） 

■サタデースクール事業 

■小中学校への情報機器の整備 

■英語教育の充実（英語コミュニケーション科の推進、ＡＬＴの適正配置、ラジオ講座教材、英語検定試験

の助成） 

■中学生の海外派遣事業 

■奨学金制度の実施 

■学校施設整備及び維持管理、スクールバスの運行、学校給食センター運営 

■教職員研修の実施（スーパーティーチャー育成事業等） 

■文武両道教育の推進 

■高等学校への支援 
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政策３－２ 生涯学習の充実 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

生涯学習の機会や施設などの充

実していると思う人の割合 
74.3 74.3 77.0 ％ 96.5 

生涯学習推進会議・推進幹事会の

開催 
2 0 2 回 0.0 

生涯学習ボランティア団体数 28 16 32 団体 50.0 

市民社会活動指導者数 50 37 60 人 61.7 

事業満足度 73.4 74.3 83.0 ％ 89.5 

蔵書数 193,873 234,766 238,000 冊 98.6 

市民一人あたりの図書貸出数 5 8 7 冊 100.0 

公民館利用件数 2,625 3,648 2,700 件 100.0 

図書館入館者数 62,695 96,915 66,000 人 100.0 

［主な取り組み内容］ 

■地域活動推進事業 

■生涯学習推進事業 

■グローバル人材育成事業 

■図書館運営事業 

■生涯学習関連施設の整備・維持管理 

 

政策３－３ 文化の振興 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

資料館来訪者 758 0 1,300 人 0.0 

企画展（年間） 1 1 1 回 100.0 

民俗文化財の数 8 8 8 件 100.0 

文化財探訪（年間） 2 2 3 回 66.7 

文化財案内看板の設置数（年間） 2 25 3 箇所 100.0 

文化財保護審議会（年間） 5 5 5 回 100.0 

長者ヶ平遺跡の保存と整備 20,000 2,881 20,000 ㎡ 14.4 

［主な取り組み内容］ 

■文化財の保護・調査事業 

■文化財保護団体等活動支援事業 

■ジオパーク構想推進事業 
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政策３‐４ スポーツの振興 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

スポーツを楽しめる環境が整っ

ていると思う人の割合 
60.0 57.2 70.0 ％ 81.7 

スポーツ教室数 17 14 20 教室 70.0 

ニュースポーツ指導者数 19 18 24 人 75.0 

体育施設の利用者数 350,897 407,064 352,000 人 100.0 

クラブ設立数 0 0 1 クラブ 0.0 

［主な取り組み内容］ 

■体育協会・スポーツ推進委員活動事業 

■スポーツ関連施設の整備・維持管理 

 

政策３－５ 国際交流等の推進 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

国際交流協会の会員数 152 139 160 名 86.9 

市民自らによる国際交流が進ん

でいると思う人の割合 
46.3 48.5 55.0 ％ 88.2 

［主な取り組み内容］ 

■中学生の海外派遣事業（３-１学校教育の充実） 

■国際交流教会等の交流活動支援 

■グローバル人材育成（３-２ 生涯学習等の充実） 
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－基本目標４ 活力あるにぎわいのまちづくり－ 
 

政策４‐１ 農林水産業の振興 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

農業生産基盤が整備されている

と思う人の割合 
50.0 52.4 53.0 ％ 98.9 

農業算出額 11,620.0 10,840.0 12,000.0 百万円 90.3 

経営耕地面積 2,786.0 2,473.0 3,000.0 ha 82.4 

耕作放棄地面積 372.0 745.0 350.0 ha 100.0 

農用地集積率 22.5 17.3 25.0 ％ 69.2 

認定農業者数 167 202 185 人 100.0 

集落営農組織育成数 5 6 15 組 40.0 

新規就農者数（中高年含む） 6 3 8 人 37.5 

市農振農用地の内水田整備率 63.6 63.6 64.6 ％ 98.5 

農道の整備率 47.5 47.5 49.5 ％ 96.0 

エコファーマー認定数 146 118 170 人 69.4 

産直施設数 10 9 14 箇所 64.3 

県農産物を３品以上活用した給

食日数の割合 
73.6 91.0 78.9 ％以上 100.0 

食育や地産地消による農業の振興

が図られていると思う人の割合 
66.6 68.1 70.0 ％ 97.3 

市場性の高い農産物の生産や農

業の観光化が図られていると思

う人の割合 

53.7 57.2 65.0 ％ 88.0 

都市農村交流施設入込客 62,000 77,000 100,000 人 77.0 

都市農村交流体験数 25 25 35 回 71.4 

家畜排泄物処理施設整備率 90.0 90.0 93.0 ％ 96.8 

要間伐森林の施業実施面積 149 17 150 ha 11.3 

那珂川水系産鮎放流量 4,600 5,602 5,000 kg 100.0 

［主な取り組み内容］ 

■農業担い手の確保推進（新規就農総合支援事業、集落型経営体特別支援事業、農地流動化奨励金交付

事業、畜産担い手育成総合整備事業、農地中間管理事業） 

■八溝そばブランド力向上事業 

■地域性にかなう農業の推進（景観形成作物推進モデル事業、都市農村交流事業、都市交流施設運営事

業（観光イチゴ園、ふれあい交流館等）、農林水産特産物開発事業、イノシシ捕獲促進強化事業） 

■農業生産力の向上（土地改良事業、農地耕作条件改善事業等） 

■農業振興体制の充実（遊休農地対策、農業委員会や農業公社等との連携 等） 

■林業の振興（元気な森づくり推進事業） 
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政策４－２ 商工業の振興 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

年間商品販売額 2,661,900 2,208,600 2,640,000 万円 83.7 

製造品出荷額 4,612,301 5,918,000 5,300,000 万円 100.0 

起業家数 2 1 3 件 33.3 

ベンチャーオフィス入居率 100.0 55.6 100.0 ％ 55.6 

サテライト利用件数 64 50 240 件 20.8 

企業立地奨励制度申請件数 15 16 15 件 100.0 

工業用地等登録 73.0 19.8 100.0 ha 19.8 

事業所数 1,551 1,378 1,480 件 93.1 

市制度融資の浸透度 13.9 22.6 17.0 ％ 100.0 

商工会の経営相談回数 7,237 5,231 6,000 件 87.2 

地域消費購買率 46.3 41.4 65.0 ％ 63.7 

店舗数 386 270 410 店 65.9 

便利に買い物のできる商業施設

が整っていると思う人の割合 
62.8 60.0 65.0 ％ 92.3 

商店街再生のための取り組みが

進んでいると思う人の割合 
30.6 27.2 33.0 ％ 82.4 

［主な取り組み内容］ 

■企業誘致事業 

■雇用対策事業（地域雇用創造協議会等）（４-４就労支援） 

■商工団体支援事業 

■中小企業等制度融資の運営 

■商業対策事業（イベント参加経費・空き店舗新規出店者助成、プレミヤ商品発行 等） 

■新事業創出支援（ベンチャープラザ運営補助、産官学連携事業補助、企業競争力強化支援事業補助 等） 

■地域おこし協力隊の起業化 

 

政策４－３ 観光の振興 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

観光客入込客数 449,000 467,669 670,000 人 69.8 

宿泊者数 32,000 33,000 57,000 人 57.9 

観光振興事業への成果指標 62.2 65.6 65.0 ％ 100.0 

主なイベント参加者数 151,000 162,000 200,000 人 81.0 

観光ＰＲ活動 23 23 30 回 76.7 

市営観光関連施設入館者利用者数 35,250 60,357 50,000 人 100.0 
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［主な取り組み内容］ 

■観光振興ビジョン進行管理 

■観光関連施設整備・維持管理 

■観光振興事業（各種イベント、観光案内ＰＲ、鹿沼市との連携事業 等） 

 

政策４－４ 就業支援 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

就業のための相談体制が充実し

ていると思う人の割合 
49.6 54.8 53.0 ％ 100.0 

ハローワーク那須烏山館内の年

間平均有効求人倍率（原数値） 
0.58 0.94 0.70 倍 100.0 

［主な取り組み内容］ 

■雇用対策事業（地域雇用創造協議会等） 
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－基本目標５ 自然や環境を大切に次代へつなぐまちづくり－ 
 

政策５‐１ 自然環境の保全・活用 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

自然環境の保全・活用が図られて

いると思う人の割合 
73.3 76.9 78.0 ％ 98.6 

自然環境保全活動団体数 13 13 20 団体 65.0 

水質環境基準達成率 86.9 91.3 95.0 ％ 96.1 

［主な取り組み内容］ 

■環境基本計画策定及び管理 

 

政策５‐２ 生活環境の保全 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

一般廃棄物の再生利用率 12.5 10.1 18.0 ％ 56.1 

市民一人当たりの排出量 906.0 792.0 774.0 ｇ 86.4 

不法投棄件数 55 53 45 件 20.0 

ごみ収集や処理が適正に行われ

ていると思う人の割合 
84.9 89.8 87.4 ％ 100.0 

地球環境に配慮した取組みが図

られていると思う人の割合 
73.8 82.6 78.0 ％ 100.0 

再生可能エネルギーの発電量 1,800 42,571 28,000 千ｋｗ 100.0 

環境美化運動団体数 78 79 90 団体 87.8 

狂犬病予防接種の接種率 59.8 67.9 76.0 ％ 89.3 

［主な取り組み内容］ 

■メガソーラ誘致事業 

■グリーンニューディール基金事業 

■エネルギー対策事業（再生可能エネルギー機器等設置補助 等） 
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進捗率の算出方法 

◉ 目標値に対する直近の実績値（平成２７年度）の状況を進捗率とする。 

◉ 計画策定時の現状値から減少を目標とする成果指標や組織数・団体数など成果指標

については、原則、計画策定時の現状値から直近の実績値（平成２７年度）の状況

を進捗率とする。 

◉ 組織数や団体数などの指標について、増加目標としていても、人口減少等の影響を

勘案し現状以上を維持すべきと判断できる成果指標は、目標値に対する直近の実績

値（平成２７年度）の状況を進捗率とする。 

◉ 達成できたものは１００％とし、減少を目標値とし増加した成果指標については、

原則０％とする。 

※成果指標一覧表内の網掛け箇所は市民意向調査結果の回答割合によるもの 

－基本目標６ 市民とともにあゆむ行政経営－ 
 

政策６‐１ 地域や市民との協働の推進 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

個別広聴件数 44 49 100 件 49.0 

集団広聴開催数 4 4 10 回 40.0 

パブリックコメントの意見数 5 9 10 件 90.0 

計画策定等に参画した公募市民

を含む審議会等の割合 
42.9 25.0 80.0 ％ 31.3 

市民と行政による協働のまちづく

りが進んでいると思う人の割合 
61.5 67.8 80.0 ％ 84.8 

自治基本条例の制定 調査研究 調査研究 施行  0.0 

ボランティア団体数 67 79 80 団体 98.8 

ＮＰＯ法人数 9 9 12 団体 75.0 

［主な取り組み内容］ 

■市政懇談会の開催 

■広聴箱の設置 

■パブリックコメントの実施 

■情報公開制度 

■コミュニティ活動の充実（まちづくり団体支援、ＮＰО 等） 

■計画策定等の市民参画 
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政策６‐２ 公平の確保と透明性の向上 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

ホームページアクセス件数 1,046,088 1,098,002 1,150,968 件 95.4 

広報有料広告件数 108 132 144 件 91.7 

マニュアルの整備 整備着手 0.0 見直し  0.0 

審査基準等の公開割合   0.0 90.0 ％ 0.0 

行政情報が積極的に公開され

ていると思う人の割合 
65.0 75.4 75.0 ％ 100.0 

監査委員事務局の体制整備 検討 検討 設置   0.0 

［主な取り組み内容］ 

■広報・お知らせ版・カレンダーの発行 

■ホームページの運営・メールマガジンの配信・放送の実施・ツイッターの活用 

■行政手続きの明確化 

■情報公開の推進 

■監査委員事務局 

 

政策６‐３ 市民サービスの向上 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

行政サービスの利便性が向上

していると思う人の割合 
64.9 68.1 65.0 ％ 100.0 

コンビニで受けられるサービ

スの種類 
2 2 5 件 66.9 

行政サービス評価の実施・公表 0 0 1 回/年 0.0 

［主な取り組み内容］ 

■接遇向上 

■窓口サービス 

 

※成果指標未設定の「政策６－４ 広域行政の改革」を除く。 
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－基本目標７ 効率的で質の高い行政経営－ 
 

政策７‐１ 組織の見直し 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

庁舎方式の決定 検討 検討 決定  0.0 

行政改革の取り組みが積極的

に進められていると思う人の

割合 

55.4 66.5 70.0 ％ 95.0 

［主な取り組み内容］ 

■本庁方式への移行検討 

■行財政改革アクションプランの推進 

■指定管理者制度の推進 

■ＮＰＯ等との協働推進 

 

政策７‐２ 定員管理の適正化 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

職員数 268 247 245 人 91.3 

嘱託職員等の任用数 138 147 120 人 0.0 

［主な取り組み内容］ 

■定員適正化・定員管理計画の推進 

■嘱託職員等の適正管理 

 

政策７‐３ 給与制度等の見直し 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

ラスパイレス指数 98.3 96.8 97.0  100.0 

健康診断における要精検者の

割合 
15.7 23.7 11.0 ％ 0.0 

［主な取り組み内容］ 

■給与等の適正化 

■福利厚生事業の見直し 
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政策７‐４ 人材の育成確保 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

提携研修受講率 90.0 99.5 99.0 ％ 100.0 

他団体との人事交流の推進 8 7 8 人 87.5 

人事評価システムの構築 未定 調査研究 運用  0.0 

［主な取り組み内容］ 

■人材育成基本方針の運用（職員研修の充実 等） 

■人物を重視する職員の採用 

■県との適切な人事交流 

■人事評価制度の構築及び運用 
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－基本目標８ 無駄のない自律的な行政経営－ 
 

政策８‐１ 事務・事業等の見直し 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

政策マネジメントシステムの

確立 
試行的運用 検討 運用  0.0 

目標を達成したチャレンジプ

ロジェクトにおける関連施策

の目標値の達成の割合 

37.8   80.0 ％ 41.1 

行政手続きにおけるオンライ

ン利用率 
10.0   50.0 ％ 61.8 

外部委託数（全部委託） 12   15 件 100.0 

市単独補助金（当初予算額） 303.0 280.7 273.0 百万 74.3 

市単独交付金（当初予算額） 50.0 36.9 45.0 百万 100.0 

公共事業コスト縮減の５分野

の推進 
実施 実施 実施  100.0 

［主な取り組み内容］ 

■内部による総合計画実施計画ヒアリング 

■補助金・負担金等の適正な交付 

■公共施設等総合管理計画策定 

■ＩＣＴを活用した行政経営の効率化（基幹系システムのクラウド化） 

 

政策８‐２ 公共施設の適正配置・管理 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

公共施設再編整備計画の進捗

状況 
－ 方針決定 

方針決定整

備 
 100.0 

公共施設の効率的な再編整備 62.5 65.4 70.0 ％ 93.4 

指定管理者制度導入施設数 7 8 10 箇所 80.0 

［主な取り組み内容］ 

■公共施設再編整備計画策定・推進 

■公共施設等総合管理計画の策定 

■公共施設の効率的な維持管理 
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政策８‐３ 第３セクターの見直し 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

単年度黒字決算の法人数 1 1 1 法人 100.0 

［主な取り組み内容］ 

■那須烏山農業公社の公益法人制度改革を踏まえた一般財団法人への移行及び（株）アグリ那須烏山設立 

■第三セクターの監視体制の継続 

 

政策８‐４ 効率的・効果的な財政運営 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

経常収支比率 86.6 90.8 88.0 ％ 0.0 

財政調整基金 2,209 2,059 1,000 
百万円 

以上 
100.0 

地方債残高 13,799 13,895 14,500 
百万円 

以内 
100.0 

実質公債費比率 10.4 7.7 15.0 ％以内 100.0 

将来負担比率 53.6 24.9 80.0 ％以内 100.0 

［主な取り組み内容］ 

■中長期財政計画の見直し及び計画的財政運営の推進 

 

政策８‐５ 歳入の確保 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

現年課税分徴収率の向上 95.1 97.7 97.0 ％ 100.0 

滞納繰越分徴収率の向上 5.8 9.2 11.7 ％ 78.6 

財政力指数 0.452 0.438 0.480  91.3 

一般財源等の確保（経常一般

財源収入：決算統計） 

7,741,49

2 

8,558,29

3 

8,000,00

0 
千円 100.0 

処分箇所数 6 0 3 件 0.0 

［主な取り組み内容］ 

■収納向上強化（個人市民税の普通徴収から特別徴収への移行促進、県との連携、職員の専門性向上） 

■市ＨＰ、お知らせ版の広告収入の確保 

■ふるさと応援寄附金事業の実施 

■未利用財産処分の推進 
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政策８‐６ 公営企業の見直し 
 

【成果指標】 

指標 
後期計画策

定時現状値 

H27 年度 

実績値 

H 29 年度 

目標値 
（単位） 進捗率 

有収率 63.8 69.2 83.4 ％ 83.0 

［主な取り組み内容］ 

■上水道事業、簡易水道事業の会計統合等による業務の効率化のための調査研究 

■有収率の向上を図るための漏水修繕、収納対策の強化 等 

 




