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１．目 的 

 計画の具体的な検討に際して、地方の積極的な参画と広範な国民意見の反映を図る

ため、検討段階において国民や地方とのコミュニケーション活動を進める 

 

２．取組内容 

（１）資料等の公開 

分科会・部会審議は、議事の公開を原則とし、国土交通省ホームページ内に「新

たな計画の策定に向けて」のサイトを開設（平成19年5月15日）して、資料や議

事録を速やかに公開 

（２）意見等の受付 

国民意見の反映を図るため、平成19年5月15日より「新たな計画の策定に向け

て」のサイトにて、新たな計画に関するご意見募集開始 

（３）対話型コミュニケーション活動 

○ 道内市町村長へのインタビュー 

１） 道内179市町村長へインタビューを実施 

２）期間：平成19年4月～8月 

３）方法 

・各開発建設部長と市町村長との面談方式によるインタビュー 

・各自治体や地域が抱えている現状、課題、ニーズをお聴きし、新たな計

画に際して取り組むべき施策等に関する意見を頂いた（別添を参照） 

○ オピニオンリーダーへのインタビュー 

１）道内各地域の商工会議所・農協・漁協・民間企業等の代表、大学教授等

のオピニオンリーダーへインタビュー等を実施（現在、計150人） 

     ２）期間：平成19年4月～（現在も実施中。一部は3月に実施） 

３）方法 

・各開発建設部長等とオピニオンリーダーとの面談方式によるインタビュ

ー等 

・各専門分野の観点から、新たな計画に際して取り組むべき施策等に関す

る提案をして頂いた 

（４）広報活動 

○ 新たな北海道総合開発計画に関するシンポジウム 

 【北海道の挑戦 ～新たな北海道イニシアティブ～】 

     １）開催日・場所：平成19年8月25日（土）・札幌 

     ２）参加者数：約400名 

     ３）プログラム 

        [オープニング・リマークス] 南山 英雄氏（北海道経済連合会会長） 

        [基調講演] 丹保 憲仁氏（北海道大学名誉教授） 
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        [パネルディスカッション] 

          パネリスト（５０音順） 

           有塚 利宣氏（帯広市川西農業協同組合代表理事組合長） 

           アルヌー・クリストフ氏（光塩学園女子短期大学保育科准教授） 

           家田  仁氏（東京大学大学院工学系研究科教授） 

           孔   怡氏（テレビ・ラジオパーソナリティ） 

           丹保 憲仁氏（北海道大学名誉教授） 

          コーディネーター 

           濱田 康行氏（北海道大学大学院経済学研究科教授） 

○ 新たな北海道総合開発計画に関するセミナー 

１） 開催日・場所 

旭川会場：平成19年9月20日（木） 

     帯広会場：平成19年10月4日（木） 

     函館会場：平成19年10月6日（土） 

     ２）参加者数：各会場約100～150名 

     ３）プログラム 

        [講演] 丹保 憲仁氏（北海道大学名誉教授） 

        [新たな計画の策定状況について説明] 国土交通省北海道局等 

○その他 

・マスコミへの情報提供を随時実施 など 

 

３．今後の予定 

    引き続き、コミュニケーション活動及びマスメディアとの連携やセミナー等の

開催による広報活動を随時実施。 
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別添 

 

道内市町村長からの主な意見 

 

 

市町村長からの主な意見を、地域ごとに取りまとめた。 

 

 

○道 南 地 域 

 

① 広域分散型社会を支えるネットワークの構築に関すること 

北海道新幹線の整備と高速道路ネットワークの整備 

救急搬送・高次医療機関へのアクセス強化 

光ファイバーの利活用 

離島航路の確保 

 

② 安全で安心して暮らせる地域づくりに関すること 

越波対策、駒ヶ岳の防災対策など安全・安心な道路網の整備 

総合的な危機管理体制の構築 など 

 

③ 食の供給力・競争力強化に関すること 

漁港整備の推進 

農水産物の高付加価値化の推進 

経営の改善・効率化の推進 

 

④ 魅力ある地域づくり・まちづくりに関すること 

産学官連携による地域づくり など 

 

⑤ 力強い成長産業の形成に関すること 

ＩＴ産業の育成 

 

⑥ 環境・エネルギー対策の推進に関すること 

森林の管理・整備 

 

 

○道 央 地 域 
 

① 広域分散型社会を支えるネットワークの構築に関すること 

産業活動を支える物流ネットワークの整備 

救急搬送・高次医療機関へのアクセス強化 

観光を支える交通ネットワークの整備 

地域特性を踏まえた道路整備等の必要性 

冬期交通の確保 

少子高齢化の進展等を踏まえたまちなか交通体系の構築 

北海道新幹線を含めた高速交通ネットワークの整備 

空港の有効活用とアクセス道路の整備 
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港湾の整備 など 

 

② 食の供給力・競争力強化に関すること 

農水産物の高付加価値化・ブランド化の推進 

農業基盤整備、水産基盤整備等を通じた生産性の向上 

担い手・新規就農者対策の必要性 

食料自給率の向上 

北海道農水産業の重要性 

食育の取組の必要性 など 

 

③ 個性豊かな地域特性を活かした観光地づくりに関すること 

地域資源を活かした観光振興 

地域間の連携、民間事業者との連携等を通じた観光振興 

国際水準の観光地づくり 

北海道の玄関口の重要性 

ホスピタリティの向上 

通年型観光の確立 

 

④ 環境・エネルギー対策の推進に関すること 

新エネルギー・クリーンエネルギーの有効活用 

良好な景観の形成 

ＣＯ２吸収源対策を始めとするＣＯ２削減方策の推進 

自然環境の維持・保全と環境教育の必要性 

アイヌ文化の振興 

循環型社会の形成 

 

⑤ 安全で安心して暮らせる地域づくりに関すること 

道路・橋梁の維持管理の必要性 

自然災害等に強い道路ネットワーク等の整備 

その他の防災対策の推進 

総合的な危機管理体制の構築 

交通安全対策の推進 など 

 

⑥ 魅力ある地域づくり・まちづくりに関すること 

地域資源を活用した特色ある地域づくり・まちづくり 

移住・定住促進 など 

 

⑦ 力強い成長産業の形成に関すること 

東アジアとの関係強化 

地域資源等を活かした産業育成 

企業誘致の推進 

 

 

○道 北 地 域 
 

① 食の供給力・競争力強化に関すること 

農水産物の高付加価値化・ブランド化の推進 

農業の生産性の維持向上や経営効率化の推進 
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農業の担い手・新規就農者対策の必要性 

食料安全保障を支える観点からの食料自給率の向上 

安全・安心な食の供給 

農水産物の流通対策、輸出促進 

漁港整備の推進 など 

 

② 広域分散型社会を支えるネットワークの構築に関すること 

物流・観光など産業を支える高速交通ネットワークの整備 

通院や救急医療など暮らしを支える高速交通ネットワークの整備 

冬期の空港の就航率向上や道路交通対策の推進 

離島へのアクセスの確保・向上 

情報インフラの整備 など 

 

③ 環境・エネルギー対策の推進に関すること 

森林の維持・保全 

木質バイオマスエネルギーや風力など新エネルギーの活用 

自然との共生 

河川・湖の汚染対策の推進 

循環型社会の形成 など 

 

④ 個性豊かな地域特性を活かした観光地づくりに関すること 

東アジア・サハリンなど海外へも目を向けた観光振興 

体験型・滞在型など観光形態の変化への対応 

地域の連携による観光振興 

ホスピタリティーの向上 など 

 

⑤ 安全で安心して暮らせる地域づくりに関すること 

自然災害に備える治水事業などの防災対策の推進 

災害時にも必要となる情報ネットワークの構築 

交通安全対策の推進 

危機管理体制の強化 など 

 

⑥ 魅力ある地域づくり・まちづくりに関すること 

サハリンとの交流推進 

人口低密度地域の取組の必要性 

連携による地域づくり など 

 

⑦ 力強い成長産業の形成に関すること 

産業・企業誘致の推進 

森林資源の活用 など 

 

 

○オホーツク地域 
 

① 食の供給力・競争力強化に関すること 

農水産物の高付加価値化・ブランド化の推進 

自然災害に強い基盤整備の推進 

酪農経営の改善・効率化の推進 
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担い手・新規就農者対策の必要性 

食料の安定供給に向けた自給率の向上 

農産物の輸出促進 

安全・安心な食の供給 など 

 

② 広域分散型社会を支えるネットワークの構築に関すること 

救急搬送・高次医療機関へのアクセス強化 

物流や地域の産業・経済を支える高速交通ネットワークの整備 

冬期の道路交通対策の推進 

観光産業を支える高速交通ネットワークの整備 

農村地帯の情報インフラ整備 など 

 

③ 安全で安心して暮らせる地域づくりに関すること 

自然災害に備えた治水、津波対策等の防災対策にする 

総合的、広域的な防災体制の構築 

災害情報伝達体制の整備 

油流出事故など海洋汚染対策の推進 

交通安全対策の推進 

 

④ 個性豊かな地域特性を活かした観光地づくりに関すること 

外国人観光客の受入体制や施設の整備 

体験型観光の推進 

「食」など地域の資源を活かした観光振興 

情報提供システムの整備 など 

 

⑤ 環境・エネルギー対策の推進に関すること 

太陽光など再生可能エネルギーの利活用促進 

健全な森林の整備 

耕畜林連携による循環型社会の構築 

 

⑥ 力強い成長産業の形成に関すること 

東アジア等との関係強化 

森林など地域の資源を活かした産業の育成 など 

 

⑦ 魅力ある地域づくり・まちづくりに関すること 

コンパクトなまちづくり、中心市街地の活性化の推進 

エゾシカなど地域資源を活かした地域の振興 など 

 

 

○十 勝 地 域 
 

① 食の供給力・競争力強化に関すること 

更新事業や基盤整備の推進 

農水産物の高付加価値化・ブランド化の推進 

北海道の農水産業の重要性 

新たな生産技術の取組、経営の効率化の推進 

担い手、新規就農者対策の必要性 

農産物の輸出促進 など 
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② 広域分散型社会を支えるネットワークの構築に関すること 

物流や地域の産業・経済を支える高速交通ネットワークの整備 

観光産業を支える高速交通ネットワークの整備 

交通結節点へのアクセス強化など交通ネットワーク網の整備 

情報格差の是正に向けた情報インフラ整備 

救急搬送・高次医療機関へのアクセス強化 

道路の維持管理の必要性 

 

③ 環境・エネルギー対策の推進に関すること 

バイオマスなど再生可能エネルギーの利活用促進 

ＣＯ2 吸収源としての森林の整備 

生活や産業と環境の調和 

良好な自然環境の保全 

循環型社会の形成 

環境教育の取組の必要性 

アイヌ文化の振興 

 

④ 個性豊かな地域特性を活かした観光地づくりに関すること 

食や自然環境など地域の資源を活かした観光振興 

地域の連携による観光振興 

体験型観光の推進 など 

 

⑤ 魅力ある地域づくり・まちづくりに関すること 

活力ある地域づくり 

地域の資源を活かした地域づくり 

中心市街地の活性化の推進 

ユニバーサルデザインの推進 など 

 

⑥ 安全で安心して暮らせる地域づくりに関すること 

自然災害に備えた治水、津波対策等の防災対策の推進 

総合的な防災体制の構築 

 

⑦ 力強い成長産業の形成に関すること 

産学官の連携による産業の育成 

 

 

○釧路・根室地域 
 

① 食の供給力・競争力強化に関すること 

農水産物の高付加価値化・ブランド化の推進 

酪農・漁業など第１次産業の生産性の維持・向上 

水産物や乳製品などの輸出促進 など 

 

② 広域分散型社会を支えるネットワークの構築に関すること 

医療・物流・観光などを支える高速交通ネットワークの構築 

外国人観光客等にもきめ細かく対応した標識等の整備 

冬期の道路交通対策の推進 など 
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③ 環境・エネルギー対策の推進に関すること 

自然環境の維持・保全 

家畜ふん尿の処理対策の推進 など 

 

④ 安全で安心して暮らせる地域づくりに関すること 

自然災害等に備えた防災対策の推進 など 

 

⑤ 個性豊かな地域特性を活かした観光地づくりに関すること 

地域の資源を活用した観光地づくりのためのハード・ソフト施策の推進 

外国人観光客の利便性向上 

 

⑥ 魅力ある地域づくり・まちづくりに関すること 

コンパクトなまちづくり 

北方領土隣接地域の振興 

 

⑦ 力強い成長産業の形成に関すること 

中国との交流推進 

未利用資源の有効活用 

 


