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   レḿ把爲埼妹砕淋妻擦阪咲采三θP3がχ 

 

   ロḿｸ峩碕蒜ブ裁晧盪埼済傘擦阪咲采三θP9がχ 

 

   ヮḿわ栽作盪碕典燦テ殺擦阪咲采三θP15がχ 

 

   ワḿ畑済釵晒在傘擦阪咲采三θP20がχ 

 

  ヰḿブ㌱削謄母作擦阪咲采三θP25がχ 

 

  ヱḿ把廟埼明栽参冴擦阪咲采三θP29がχ 
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濯㌫滲f淋蔆きヴき癆鑢嫻鑚ヴき昨譏九鶺そ削肴哉崎濯㌫滲f淋蔆きヴき癆鑢嫻鑚ヴき昨譏九鶺そ削肴哉崎濯㌫滲f淋蔆きヴき癆鑢嫻鑚ヴき昨譏九鶺そ削肴哉崎濯㌫滲f淋蔆きヴき癆鑢嫻鑚ヴき昨譏九鶺そ削肴哉崎    

 

 

ǖḿ譏九鶺そ削肴哉崎 

 濯㌫滲f淋蔆きヴき朔腰縫鑢嫻鑚ヴきθ烋耨ǘǹ烝燵がǘǜ烝燵χ碕癆鑢嫻鑚ヴき

θ烋耨ǘĄ烝燵がǘŤ烝燵χ削皿三蘿禍裁崎擦哉三擦裁冴歳腰癆鑢嫻鑚ヴき昨鏘02烝

燵埼再傘烋耨ǘŤ烝燵鑽燦雑榊崎腰廟崎昨ヴき鑢戻燦02嫡哉冴裁擦際甑 

 疆滲昨嫻鑚跏酖燦勉参¥作采禍薩傘冴薩腰逗鑢f淋ヴき削肴哉崎朔烋耨ǘŤ烝燵不

削九暼際傘盻ギ歳再傘祭碕栽晒腰烋耨ǘŞ烝燵不削腰癆鑢嫻鑚ヴき昨鶺そ腰哉撒錆傘

譏九鶺そ削fl腆裁腰斗在崎ǖǹ烝戻昨f茯碕作傘f淋蔆きヴき廟典昨鶺そ転黻燦禍薩腰

祭参晒燦C擦彩冴逗鑢f淋ヴき昨九暼削fl腆裁冴哉碕i彩崎採三擦際甑 

 作採腰烋耨ǘŞ烝燵昨曚跖ヴき削逃傘鶺そ。跖九鶺そ)昨弸使は燈削肴哉崎朔腰超嘖

昨癆鑢嫻鑚ヴき昨鶺そ転黻燦雑榊崎毛茯際傘祭碕碕哉冴裁擦際甑 

 

 

ǘḿ譏九鶺そ斯実詞削肴哉崎 

 譏九鶺そ燦⊕妻削再冴榊崎腰譏九斎碕削鶺そ斯実詞燦転耨裁擦裁冴甑 

 祭昨鶺そ斯実詞朔腰坤ǖḿ跖九昨├耨墾腰坤ǘḿ輸’莉④昨蘿82墾腰坤ǚḿ端作宙黻墾腰

坤ǜḿ譏九寨明削採砕傘耨霙θゼ巠質輸’莉④っ削皿傘χ墾削皿三腰├耨細参崎採三

擦際甑 

 

 

ǚḿ鶺そ跏堙削肴哉崎 

 譏九鶺そ燦⊕妻削再冴榊崎腰煬不削林使っ昨鎚←栽晒作傘坤濯㌫滲f淋蔆きヴきっ

削輸際傘宍実姿執市市識実寺墾燦こ18哉冴裁擦裁冴甑 

 宍実姿執市市識実寺埼朔腰坤会縫鑢嫻鑚ヴき昨譏九は燈不杞墾腰坤解癆鑢嫻鑚ヴき跖

九邑哲昨禍蓁w靭里索鶺そ不杞墾腰坤回烋耨ǘĽ烝燵曚跖昨濯㌫滲褊▕æ燵ツ颱14霙墾

作鷺燦雑碕削腰鶺そ転黻燦⊕哉擦裁冴甑 

 罪昨癆腰宍実姿執市市識実寺削皿傘鶺そ不杞燦C擦彩腰濯㌫滲⊕譏10刮ツ豺抵た里

索⊕譏10刮抵た削採哉崎腰細晒削桎た燦裴搾崎腰譏九鶺そ燦⊕哉擦裁冴甑 

 作採腰譏九鶺そ朔腰輸逃宙黻昨曚跖昨鐚緖鯖疆穂こ暼裁冴¥④燦署耨裁崎哉傘栽腰

作鷺昨㌱湊曚ふ削耨霙燦ー薩傘昨埼朔作采腰輸’莉④昨蘿82燦コ作歳晒腰譏九里索譏

九燦├耨際傘跖九斎碕削艤彩傘ゼ巠削採哉崎腰鷺昨皿妻作耨霙質亦霙歳再榊冴昨栽腰

擦冴腰超癆雑ゼ巠碕裁崎流三04殺冊済祭碕朔鷺昨皿妻作祭碕栽腰作鷺腰滲褊▕æ燵ツ

颱昨14霙作鷺雑零薩腰┦骨作ズ珵削コ阪腰f淋ɚ作ヌ珵埼曚跖裁崎採三擦際甑 

 

 

ǜḿ超癆昨鶺そ転黻削肴哉崎 

 祭昨燵昨癆鑢嫻鑚ヴき昨鶺そ斯実詞削肴哉崎朔腰超癆腰弸使鐚ゖkっ埼04れ細参傘

濯㌫滲f淋ヴき桎た抵削皿傘弸使鶺そ燦曚跖裁崎哉冴坂済擦際甑 

 擦冴腰超癆削採哉崎朔腰祭参晒昨鶺そ14霙燦C擦彩腰祭参擦埼昨ǖǹ烝戻削撒冴傘

濯㌫滲f淋蔆きヴき廟典削輸際傘嫻鑚跏酖鯖嫻鑚X矗っ削輸際傘鶺そ転黻燦曚跖裁

崎擦哉三擦際甑 



譏九鶺そ斯実詞昨コ跏 
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レḾǖŹ把爲咲采三昨蘿禍レḾǖŹ把爲咲采三昨蘿禍レḾǖŹ把爲咲采三昨蘿禍レḾǖŹ把爲咲采三昨蘿禍θ癆鑢嫻鑚ヴき鎬 P26こP27χ    

ǖḿ跖九昨├耨 

皆把爲ɚ作ブ㌱80總昨:コ 

絵捩敕昨把爲咲采三昨蘿禍 

芥祭祭山昨把爲咲采三昨蘿禍 

蟹瀞昨把爲咲采三昨蘿禍 

開糂韆┘檮九昨蘿禍 

階嚔褊把爲鴇絣宙黻昨把廟作殺ぁ 

 

ǘḿ輸’莉④昨蘿82 

輸’莉④ H23 H27 H28¥④弐 

殺湊80總昨再傘朝昨某淋 50.5% 46.0% 57.5% 

ケ▕òθ40遁通琢χ 28.9% 24.6% 20.0% 

歳珊鶺せ溜せò 

θヌ/ネ/彳57/敕朞/築χ 

22.8/20.9/25.5 

/32.4/30.3% 

23.2/21.0/27.1 

28.5/33.0% 

40.0/40.0/40.0 

50.0/50.0% 

箆ブòθ箆ブ豬/朝旅×1,000χ 10.4ぐ 11.2ぐ 9.5ぐ 

G蠟ò(10拓朝疆冴三昨G蠟k豬χ 28.7朝 24.0朝 25.5朝 

児紫尤P瀞傜屎漱燦溜砕冴祭碕歳再傘ǚ遁姫昨某淋 58.9% 61.1% 63.0% 

暼鑢ɚ作瀞56溜せk昨某淋 44.9% 50.0% 60.0% 

鬳裁珊宍屍糸執昨蘢ⅺò 93.4% 94.4% 95.0% 

 

ǚḿ端作宙黻 

宙黻隣 
H24着二巸 

θ幽付χ 

H28着二巸 

θ幽付χ 

裴珵 

宙黻 

端ギ 

宙黻 

把爲崢禍檮九ホ 10,121 11,625   

歳珊檮九宙黻ホ 57,873 73,429 ǖ 禽 

悽拇憖う把爲せ颱ホ 51,480 51,545   

盪昨把爲咲采三蘿禍宙黻 662 1,185   

瀞昨把爲咲采三蘿禍宙黻ホ 1,926 5,173   

 

ǜḿ譏九寨明削採砕傘耨霙θゼ巠質輸’莉④っ削皿傘χ 

 歳珊鶺せ溜せò腰嚔鴇Y暼把せ溜せò朔曇慕〛î鯖滲褊匙昨浪î燦荐彳裁冴歳¥

④弐朔署耨埼済作栽榊冴甑擦冴腰殺湊80總歳再傘朝昨某淋雑¥④弐燦託嘖榊冴歳腰

烋耨ǘŚ烝燵削⊕榊冴把爲楯滲昿ヮ鯖0ǘ逗把爲札細撒ǘǖヴき昨九暼腰罪参削瑰

済62済烋耨ǘŞ烝燵皿三慱擦榊冴把爲治使執詞奉燵昨棡評削皿三滲褊瀧朝瀧朝歳

把爲咲采三削輸盪燦莵肴済榊栽砕咲采三碕作三腰¥④署耨埼済作栽榊冴ケ▕ò昨㏌

棍削雑肴作歳傘碕i彩晒参傘甑 

鹿使児支使屍識削淋撒在冴瀞56鴇把削輸際傘塡裁哉îゖ昨邊里削昧薩冴祭碕削

皿三腰児紫尤P燦溜砕冴祭碕歳再傘ǚ遁姫昨某淋腰暼鑢ɚ作瀞56溜せk昨某淋朔奭

罪参財参昨譏九罪参財参昨譏九罪参財参昨譏九罪参財参昨譏九削沈⺿際傘跖九燦ぇÓ裁崎削沈⺿際傘跖九燦ぇÓ裁崎削沈⺿際傘跖九燦ぇÓ裁崎削沈⺿際傘跖九燦ぇÓ裁崎採三擦際採三擦際採三擦際採三擦際甑甑甑甑    

跖九昨豬朔跖九昨豬朔跖九昨豬朔跖九昨豬朔腰腰腰腰譏九譏九譏九譏九斎碕削斎碕削斎碕削斎碕削ぎ作三擦際甑ぎ作三擦際甑ぎ作三擦際甑ぎ作三擦際甑    

譏九斎碕削譏九斎碕削譏九斎碕削譏九斎碕削腰跖九燦腰跖九燦腰跖九燦腰跖九燦寨明寨明寨明寨明際傘際傘際傘際傘削再冴榊崎昨¥④弐作鷺燦ぇÓ裁崎採三擦際甑削再冴榊崎昨¥④弐作鷺燦ぇÓ裁崎採三擦際甑削再冴榊崎昨¥④弐作鷺燦ぇÓ裁崎採三擦際甑削再冴榊崎昨¥④弐作鷺燦ぇÓ裁崎採三擦際甑    

¥④弐¥④弐¥④弐¥④弐朔腰烋耨ǘǚ烝燵燦嫻朔腰烋耨ǘǚ烝燵燦嫻朔腰烋耨ǘǚ烝燵燦嫻朔腰烋耨ǘǚ烝燵燦嫻╪碕裁崎こ暼裁崎採三腰堙痛鯖嚔質p昨暼薩削嫻╪碕裁崎こ暼裁崎採三腰堙痛鯖嚔質p昨暼薩削嫻╪碕裁崎こ暼裁崎採三腰堙痛鯖嚔質p昨暼薩削嫻╪碕裁崎こ暼裁崎採三腰堙痛鯖嚔質p昨暼薩削嫻

咲哉冴雑昨腰坿娵昨曚筮作鷺咲哉冴雑昨腰坿娵昨曚筮作鷺咲哉冴雑昨腰坿娵昨曚筮作鷺咲哉冴雑昨腰坿娵昨曚筮作鷺燦i綰裁冴雑昨作鷺燦i綰裁冴雑昨作鷺燦i綰裁冴雑昨作鷺燦i綰裁冴雑昨作鷺┦骨埼際甑┦骨埼際甑┦骨埼際甑┦骨埼際甑    

擦冴擦冴擦冴擦冴腰腰腰腰珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊埼④ぇ裁崎哉傘埼④ぇ裁崎哉傘埼④ぇ裁崎哉傘埼④ぇ裁崎哉傘輸’莉④朔腰輸’莉④朔腰輸’莉④朔腰輸’莉④朔腰某淋作鷺昨豬弐歳託歳傘祭碕埼腰皿某淋作鷺昨豬弐歳託歳傘祭碕埼腰皿某淋作鷺昨豬弐歳託歳傘祭碕埼腰皿某淋作鷺昨豬弐歳託歳傘祭碕埼腰皿

三三三三譏九譏九譏九譏九琢琢琢琢昨亦昨亦昨亦昨亦霙歳珽采作傘霙歳珽采作傘霙歳珽采作傘霙歳珽采作傘莉④碕作三擦際甑莉④碕作三擦際甑莉④碕作三擦際甑莉④碕作三擦際甑    

作採腰ヴき九暼癆昨1/6抵筮矛昨廸尤っ削締哉腰¥④弐燦廸鍮裁崎哉傘莉④歳再作採腰ヴき九暼癆昨1/6抵筮矛昨廸尤っ削締哉腰¥④弐燦廸鍮裁崎哉傘莉④歳再作採腰ヴき九暼癆昨1/6抵筮矛昨廸尤っ削締哉腰¥④弐燦廸鍮裁崎哉傘莉④歳再作採腰ヴき九暼癆昨1/6抵筮矛昨廸尤っ削締哉腰¥④弐燦廸鍮裁崎哉傘莉④歳再

三擦際甑三擦際甑三擦際甑三擦際甑    

 端作宙黻朔腰癆鑢嫻鑚ヴき削採哉崎裴珵宙黻碕哲18沈砕晒参崎哉傘雑昨腰癆鑢端作宙黻朔腰癆鑢嫻鑚ヴき削採哉崎裴珵宙黻碕哲18沈砕晒参崎哉傘雑昨腰癆鑢端作宙黻朔腰癆鑢嫻鑚ヴき削採哉崎裴珵宙黻碕哲18沈砕晒参崎哉傘雑昨腰癆鑢端作宙黻朔腰癆鑢嫻鑚ヴき削採哉崎裴珵宙黻碕哲18沈砕晒参崎哉傘雑昨腰癆鑢

嫻鑚ヴき曚跖ヴき削採哉崎端ギ宙黻碕哲18沈砕晒参崎哉傘雑昨昨察栽腰ヴき蘿禍嫻鑚ヴき曚跖ヴき削採哉崎端ギ宙黻碕哲18沈砕晒参崎哉傘雑昨昨察栽腰ヴき蘿禍嫻鑚ヴき曚跖ヴき削採哉崎端ギ宙黻碕哲18沈砕晒参崎哉傘雑昨昨察栽腰ヴき蘿禍嫻鑚ヴき曚跖ヴき削採哉崎端ギ宙黻碕哲18沈砕晒参崎哉傘雑昨昨察栽腰ヴき蘿禍

削採哉崎裴ギ碕i彩晒参傘雑昨燦蚣Ó裁崎採三擦際甑削採哉崎裴ギ碕i彩晒参傘雑昨燦蚣Ó裁崎採三擦際甑削採哉崎裴ギ碕i彩晒参傘雑昨燦蚣Ó裁崎採三擦際甑削採哉崎裴ギ碕i彩晒参傘雑昨燦蚣Ó裁崎採三擦際甑    

譏九寨明削採砕傘耨霙碕裁崎腰輸’莉④昨蘿82昨察栽腰端作宙黻削採砕傘流04譏九寨明削採砕傘耨霙碕裁崎腰輸’莉④昨蘿82昨察栽腰端作宙黻削採砕傘流04譏九寨明削採砕傘耨霙碕裁崎腰輸’莉④昨蘿82昨察栽腰端作宙黻削採砕傘流04譏九寨明削採砕傘耨霙碕裁崎腰輸’莉④昨蘿82昨察栽腰端作宙黻削採砕傘流04

札腰癆鑢嫻鑚ヴき昨禍蓁w靭腰滲褊仔執師実詞ツ颱14霙っ栽晒腰f淋ɚ削墓贖裁札腰癆鑢嫻鑚ヴき昨禍蓁w靭腰滲褊仔執師実詞ツ颱14霙っ栽晒腰f淋ɚ削墓贖裁札腰癆鑢嫻鑚ヴき昨禍蓁w靭腰滲褊仔執師実詞ツ颱14霙っ栽晒腰f淋ɚ削墓贖裁札腰癆鑢嫻鑚ヴき昨禍蓁w靭腰滲褊仔執師実詞ツ颱14霙っ栽晒腰f淋ɚ削墓贖裁

冴耨霙燦腰Qw削採砕傘ゼ巠鯖冴耨霙燦腰Qw削採砕傘ゼ巠鯖冴耨霙燦腰Qw削採砕傘ゼ巠鯖冴耨霙燦腰Qw削採砕傘ゼ巠鯖腰超癆削採砕傘寨明っ雑零薩崎腰ぇÓ裁崎採三擦腰超癆削採砕傘寨明っ雑零薩崎腰ぇÓ裁崎採三擦腰超癆削採砕傘寨明っ雑零薩崎腰ぇÓ裁崎採三擦腰超癆削採砕傘寨明っ雑零薩崎腰ぇÓ裁崎採三擦

際甑際甑際甑際甑    

罪参財参昨譏九削肴哉崎ぇÓ裁罪参財参昨譏九削肴哉崎ぇÓ裁罪参財参昨譏九削肴哉崎ぇÓ裁罪参財参昨譏九削肴哉崎ぇÓ裁

崎哉傘腰癆鑢嫻鑚ヴき鎬昨時実施ん崎哉傘腰癆鑢嫻鑚ヴき鎬昨時実施ん崎哉傘腰癆鑢嫻鑚ヴき鎬昨時実施ん崎哉傘腰癆鑢嫻鑚ヴき鎬昨時実施ん

陵埼際甑陵埼際甑陵埼際甑陵埼際甑    



譏九鶺そ斯実詞 

 
レḿ把爲埼妹砕淋妻擦阪咲采三レḿ把爲埼妹砕淋妻擦阪咲采三レḿ把爲埼妹砕淋妻擦阪咲采三レḿ把爲埼妹砕淋妻擦阪咲采三    

レḾǖ 把爲咲采三昨蘿禍(５3) 

レḾǘ 坿娵諭₂昨髭曚(５4) 

     レḾǚ 珽䕺k033/8昨髭曚(５5) 

     レḾǜ 姫ヘ033/8昨髭曚(５6) 

     レḾĄ 藴歳哉k033/8昨髭曚(５7) 

     レḾĽ 坿娵033/8昨髭曚(５8) 

 

   ロḿｸ峩碕蒜ブ裁晧盪埼済傘擦阪咲采三ロḿｸ峩碕蒜ブ裁晧盪埼済傘擦阪咲采三ロḿｸ峩碕蒜ブ裁晧盪埼済傘擦阪咲采三ロḿｸ峩碕蒜ブ裁晧盪埼済傘擦阪咲采三    

ロḾǖ フ悸作G菇ｸ峩昨鴇廟碕㌱ぁ(５9) 

     ロḾǘ ブ㌱ｸ峩昨豺賠(５10) 

     ロḾǚ 嫻坿檮九昨髭曚(５11) 

     ロḾǜ ブ㌱晧廟昨:鴇(５12) 

     ロḾĄ 搨渼典奉昨髭曚(５13) 

     ロḾĽ ⒅搨質譽磧典奉昨髭曚(５14) 

 

   ヮḿわ栽作盪碕典燦テ殺擦阪咲采三ヮḿわ栽作盪碕典燦テ殺擦阪咲采三ヮḿわ栽作盪碕典燦テ殺擦阪咲采三ヮḿわ栽作盪碕典燦テ殺擦阪咲采三    

ヮḾǖ 嚔薇尤昨蘿禍(５15) 

     ヮḾǘ 旄餮讙テ昨髭曚(５16) 

     ヮḾǚ ブ㉙旄80昨蘿禍(５17) 

     ヮḾǜ 貭尤昨蔆き(５18) 

     ヮḾĄ 旨治実肢昨蔆き(５19) 

 

   ワḿ畑済釵晒在傘擦阪咲采三ワḿ畑済釵晒在傘擦阪咲采三ワḿ畑済釵晒在傘擦阪咲采三ワḿ畑済釵晒在傘擦阪咲采三    

ワḾǖ 吊黻カO碕邊ぁ紡箆(５20) 

     ワḾǘ E̊黻昨蔆き(５21) 

     ワḾǚ 靱ペ黻昨蔆き(５22) 

     ワḾǜ 僭黻昨蔆き(５23) 

     ワḾĄ ヌ肘昨蔆き(５24) 

 

  ヰḿブ㌱削謄母作擦阪咲采三ヰḿブ㌱削謄母作擦阪咲采三ヰḿブ㌱削謄母作擦阪咲采三ヰḿブ㌱削謄母作擦阪咲采三    

ヰḾǖ 凋〛81昨髭曚(５25) 

     ヰḾǘ 楯滲ｸ峩昨豺賠(５26) 

     ヰḾǚ 暑0昨豺賠(５27) 

     ヰḾǜ 琢託靱暑昨豺賠(５28) 

 

  ヱḿ把廟埼明栽参冴擦阪咲采三ヱḿ把廟埼明栽参冴擦阪咲采三ヱḿ把廟埼明栽参冴擦阪咲采三ヱḿ把廟埼明栽参冴擦阪咲采三    

ヱḾǖ 誘畑典奉昨:コ(５29) 

     ヱḾǘ う悄蒜輪理き1/6抵昨:コ(５30) 

     ヱḾǚ 熏寤熏は昨髭曚質筮寤苗明昨蘿禍(５31) 

     ヱḾǜ ⊕テ譏謦儋昨蘿禍(５32) 
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Ⅰ－１：健康づくりの推進Ⅰ－１：健康づくりの推進Ⅰ－１：健康づくりの推進Ⅰ－１：健康づくりの推進（後期基本計画書 P26･P27）    

１．施策の構成 

⑴健康的な生活習慣の確立 

⑵母子の健康づくりの推進 

⑶こころの健康づくりの推進 

⑷歯の健康づくりの推進 

⑸感染症対策の推進 

⑹国民健康保険事業の健全な運用 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

運動習慣のある人の割合 50.5% 46.0% 57.5% 

肥満率（40歳以上） 28.9% 24.6% 20.0% 

がん検診受診率 
（肺/胃/大腸/子宮/乳） 

22.8/20.9/25.5 
/32.4/30.3% 

23.2/21.0/27.1 
28.5/33.0% 

40.0/40.0/40.0 
50.0/50.0% 

出生率（出生数/人口×1,000） 10.4‰ 11.2‰ 9.5‰ 

自殺率(10万人当たりの自殺者数） 28.7人 24.0人 25.5人 

フッ化物歯面塗布を受けたことがある３歳児の割合 58.9% 61.1% 63.0% 

定期的な歯科受診者の割合 44.9% 50.0% 60.0% 

麻しんワクチンの接種率 93.4% 94.4% 95.0% 

国保特定健診受診率 19.0% 23.5% 50.0% 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

健康増進対策費 10,121 11,625   

がん対策事業費 57,873 73,429 １ ○ 

妊婦委託健康診査費 51,480 51,545   

心の健康づくり推進事業 662 1,185   

歯の健康づくり推進事業費 1,926 5,173   

予防費 77,223 147,385   

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

  がん検診受診率、国保特定健診受診率は個別通知や市民への周知を拡大したが目

標値は達成できなかった。また、運動習慣がある人の割合も目標値を下回ったが、

平成２７年度に行った健康都市宣言や第２次健康みさわ２１計画の策定、それに引

き続き平成２８年度より始まった健康ポイント制度の導入により市民一人一人が

健康づくりに関心を持つきっかけづくりとなり、目標達成できなかった肥満率の減

少にもつながると考えられる。 
ライフサイクルに合わせた歯科保健に関する正しい知識の普及に努めたことに

より、フッ化物を受けたことがある３歳児の割合、定期的な歯科受診者の割合は順

調に推移しているため今後も継続して普及啓発、指導を図っていく。 
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Ⅰ－２：地域医療の充実Ⅰ－２：地域医療の充実Ⅰ－２：地域医療の充実Ⅰ－２：地域医療の充実（後期基本計画書 P28･P29）    

１．施策の構成 

⑴医療の連携体制の充実 

⑵市立三沢病院の充実 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

かかりつけ医の定着率【市民ア

ンケート】 
60.6% *61.4% 70.0% 

市立三沢病院の初診患者に占め

る紹介患者の割合 
37.0% 42.3% 46.0% 

市立三沢病院の初診患者に占める他

の医療機関へ紹介した患者の割合 
18.5% 23.9% 24.0% 

市立三沢病院における医師の充

足率 
102.8% 111.0% 100.0% 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

救急医療対策費 2,862 3,844   

(病事会)建設改良費 120,324 298,319   

(病事会)医業費用 5,038,552 5,696,791   

(病事会)医業外費用 227,422 252,465   

(病事会)企業債償還金 202,175 182,140   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療における機能分担を基本とした「かかりつけ医制度」の周知を図るとと

もに、医療連携による体制強化に努めている。 

積極的な医師招聘活動により医師の充足率は目標値を達成しており、充足率の維

持又は更なる向上のため今後も継続しての取り組みが必要である。 

研修会、講習会に参加しやすい環境を整え、職員の技術向上並びに資格取得の推

進を図っている。 

有効的な医療機器の導入により、中核病院としての機能の充実と質の高い医療の

提供に努めている。 
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Ⅰ－３：高齢者福祉の充実Ⅰ－３：高齢者福祉の充実Ⅰ－３：高齢者福祉の充実Ⅰ－３：高齢者福祉の充実（後期基本計画書 P30･P31）    

１．施策の構成 

⑴健康保持と生活支援 

⑵介護保険サービスの充実 

⑶生きがいづくりと尊厳の保持 

⑷介護保険給付費の適正化 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

介護給付費 2,778,402千円 3,262,363千円 3,492,000千円 

要介護・要支援認定者数 1,601人 1,838人 2,180人 

認知症サポーター数 424人 1,040人 1,000人 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

老人福祉費 114,028 85,101   

包括的支援費 14,348 12,138   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービス必要時の申請を促すことやケアプラン点検の実施により、介護

給付費適正化の目標値が達成され、一定の成果が得られている。一方で介護予防事

業参加者やいきいきデイセンターの利用者が減少しており、要介護状態への移行を

予防するためにも改善すべき状況である。 

増加する認知症高齢者に対し、認知症サポーター数が大幅に増加したこと、地域

密着型サービス等の利用割合が増加したことから、介護が必要になっても慣れ親し

んだ地域で生活できる体制づくりに一定の効果が得られたと考えられる。 
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Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－４４４４：：：：児童福祉の充実児童福祉の充実児童福祉の充実児童福祉の充実（後期基本計画書 P32･P33）    

１．施策の構成 

⑴子育て支援の充実 

⑵子育て環境整備の充実 

⑶子育て世帯の経済的・自立支援の充実 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

休日保育を実施している施設数 ― 1カ所 2カ所 

子育て支援センター等の拠点を

利用した延人数 
1,000人 12,685人 2,500人 

子育て支援に係る家庭訪問の延件数 ― 263件 350件 

児童虐待の相談や通報に対し速

やかに対応した割合 
100％ 100％ 100％ 

母子自立支援プログラムを策定

したい人への対応 
― 100％ 100％ 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

児童福祉費 1,250,750 1,391,522   

地域子育て支援対策事業費 ― 4,657   

児童虐待防止対策強化事業費 4,013 3,985   

児童福祉総務費 45,082 48,115   

児童扶養手当費 307,898 271,832   

家庭児童相談室設置費 5,091 3,535   

母子家庭等対策総合支援事業費 ― 4,370   

子ども医療費給付事業費(国保) 94,041 88,836   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日保育事業及び一時預かり事業を実施している施設数の増加、子育て支援セン

ター等の拠点を利用した延人数の増加など、保護者のニーズに対応した子育てしや

すい環境を整備することができている。 

また、保育施設での障害児等の受け入れについては、利用者の居住地近隣の施設

での受け入れができるように調整を図るなど、待機児童ゼロに取組んでいる。 



- 7 - 
 

Ⅰ－５Ⅰ－５Ⅰ－５Ⅰ－５：：：：障がい者福祉の充実障がい者福祉の充実障がい者福祉の充実障がい者福祉の充実（後期基本計画書 P34･P35）    

１．施策の構成 

⑴障がい者医療費の助成 

⑵障がい者福祉サービスの充実 

⑶生活環境のバリアフリー化を目指した地域生活支援事業の充実 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

障がい者手帳保持者に占める各種

サービスを利用している人の割合 
18.0% 18.7% 25.0% 

各種窓口相談件数 2,600件 5,400件 4,000件 

障がい者の家庭訪問相談（サー

ビス受給者全員対象）件数 
35件 200件 400件 

各種就労支援事業を利用してい

る障がい者数 
83人 123人 115人 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

障害者医療助成費 ― 99,384   

障害者福祉費 113,829 62,120   

障害者福祉サービス費 
601,532 

※自立支援給付費 
779,890 1 ○ 

地域生活支援事業 28,582 35,946   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 居宅介護、重度訪問介護といった訪問系サービスの利用者数の増加、就労継続支

援事業（Ａ型・Ｂ型）といった就労支援事業の利用件数が増加しており、障害者へ

の対応の充実化が図られている。 

 また、日常生活用具給付費支給件数や移動支援事業の利用者数が増加しているこ

とから、現行の障害福祉サービスでは制度的に対応しきれない部分のニーズに対し

て、市独自のサービス事業として、障害者自動車改造費助成や相談支援事業等を実

施することで、障害福祉サービスを補い、障害者支援の更なる拡充を図ることがで

きている。 
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Ⅰ－６Ⅰ－６Ⅰ－６Ⅰ－６：：：：地域福祉の充実地域福祉の充実地域福祉の充実地域福祉の充実（後期基本計画書 P36･P37）    

１．施策の構成 

⑴地域福祉計画の着実な実施 

⑵福祉関係団体の支援及び連携強化 

⑶地域福祉活動の基盤整備 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

地域福祉体制、福祉活動への支

援に対する市民満足度【市民ア

ンケート】 

50.0% *49.1% 60.0% 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

生活保護総務費 9,707 18,864   

扶助費 778,676 917,898   

社会福祉総務費 24,819 32,380   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活に困窮している方への扶助費が年々増加している中で、生活保護総務費によ

る生活困窮者自立支援法に基づく自立支援員や、就労支援員を配置したことによ

り、相談体制が整えられ自立に向けた支援が図られていると考えられる。 

 社会福祉総務費が増加しているが、各福祉団体と連携しながら地域福祉の推進の

ため活動を行っている社会福祉協議会の運営によるものであり、各福祉団体の活動

の活発化にも効果があったと考えられる。 

 総合社会福祉センターにおいては、福祉関係団体が有効に施設を活用してお

り、各団体における地域福祉活動の拠点として活用されていると考えられる。 
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Ⅱ－１：良好な自然環境の保全と活用Ⅱ－１：良好な自然環境の保全と活用Ⅱ－１：良好な自然環境の保全と活用Ⅱ－１：良好な自然環境の保全と活用（後期基本計画書 P40･P41）    

１．施策の構成 

⑴自然環境の保全と活用 

⑵自然環境教育の推進 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

環境保全活動(清掃活動)参加人数 385人 778人 1,200人 

仏沼に生息するオオセッカの数 1,380羽 890羽 1,380羽 

仏沼の来場者数 790人 843人 1,000人 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

自然保護費 3,343 2,947   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値に達していないものの、仏沼の来場者数及び環境保全活動への参加者も増

加していることから自然環境の保全・環境教育の推進が図られ、持続可能なラムサ

ール条約湿地「仏沼」の活用が行われている。 

 オオセッカの数の減少については、NPO 法人等と連携して野生動物の保護に努

める必要があると考えられる。 
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Ⅱ－２Ⅱ－２Ⅱ－２Ⅱ－２：：：：生活環境の整備生活環境の整備生活環境の整備生活環境の整備    （後期基本計画書 P42･P43）    

１．施策の構成 

⑴ごみの減量化・資源化の推進 

⑵環境保全活動の推進 

⑶公害防止対策の推進 

 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

市民１人１日あたりの排出量(g/

人．資源ごみ除く) 
705g 725g 683g 

一般廃棄物(事業系ごみ)排出量

(ｔ) 
4,810t 5,088t 4,500t 

生活環境苦情処理件数(ペットに

関する苦情含む) 
54件 51件 50件 

各種公害調査における環境基準

値の超過件数 
5件 4件 3件 

※家庭系・事業系・資源ごみ＝H27：1,141g 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

塵芥処理費 360,484 389,614   

清掃センター整備費 68,579 85,082   

焼却施設建設事業費 ― 9,443  ○ 

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの排出量は増加傾向にある。 

市民ひとりひとりがリサイクルに関して興味を持ち意識的に行動できるよう、引

き続き３Ｒ運動等のごみの減量化・資源化の推進を行いながら、目標値を達成でき

るよう新たな施策が必要であると考えられる。 
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Ⅱ－３：基地対策の充実Ⅱ－３：基地対策の充実Ⅱ－３：基地対策の充実Ⅱ－３：基地対策の充実（後期基本計画書 P44･P45）    

１．施策の構成 

⑴基地から派生する各種障害等への対策の推進 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

航空機騒音に対する苦情件数 457件 494件 310件 

航空機騒音等に悩まされている

と回答した市民の割合【市民ア

ンケート】 

47.7％ *47.5％ 43.0％ 

住宅防音工事実施件数 191件 336件 191件 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

基地対策費 28,124 27,775   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機騒音に対する苦情件数が増えており、また、航空機騒音等に悩まされてい

ると回答した市民は半数に近い割合となっているが、その一方で、住宅防音工事実

施件数が増加したことは、今後の成果（苦情件数や騒音に悩まされている市民の割

合を減らすこと）を期待できると考えられる。 
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Ⅱ－４：生活安全の確保Ⅱ－４：生活安全の確保Ⅱ－４：生活安全の確保Ⅱ－４：生活安全の確保（後期基本計画書 P46･P47）    

１．施策の構成 

⑴交通安全対策の推進 

⑵地域防犯対策の推進 

⑶消費者保護の充実 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

交通事故死者数(1～12月) 2人 0人 0人 

人身交通事故発生件数 

(1～12月) 
177件 131件 160件 

犯罪発生件数(1～12月) 223件 213件 200件 

消費者相談件数 195件 200件 300件 

 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

交通安全施設整備事業 3,501 2,904   

交通防犯対策費 6,090 8,904   

生活対策費 32,186 44,839   

青少年対策費 4,224 4,297   

防犯カメラ設置事業 ― 3,478   

消費生活対策費 4,071 9,722   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故死者数、人身交通事故発生数、犯罪発生件数ともに目標値を達成してお

り、一定の成果があったといえる。 

 消費者相談件数は、2.5％の微増となっており、消費者トラブルの増加とみる一

方で、消費者相談窓口の周知が図られているという成果が期待できる。 
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Ⅱ－５Ⅱ－５Ⅱ－５Ⅱ－５：：：：防災体制の充実防災体制の充実防災体制の充実防災体制の充実（後期基本計画書 P48･P49）    

１．施策の構成 

⑴災害への即応体制の整備 

⑵防災設備・施設等の充実 

⑶発生時及び復旧・復興への対応 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

防災訓練参加人数 2,664人 2,018人 1,000人以上 

自主防災組織の組織率 34.1％ 58.2％ 60.0％ 

災害時用食料の備蓄量 0食 23,700食 32,500食 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

災害対策費 27,996 25,983 ３ ○ 

急傾斜地崩壊対策事業 2,000 4,200   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災訓練の目標参加人数１，０００人に対し２，０００人以上が参加している。 

また、自主防災組織の結成率は２３年度から４年間で２４．１％増となっている。

更には、防災活動に関する補助金の活用団体数も増加傾向にある。これらのことか

ら、市民の防災意識が向上し、防災活動が活発化しているといえる。 

情報メール登録者数は２６年度の５，７９１人から２７年度の５，１９８人と大

幅に減少しており、市民への災害情報伝達ツールとして登録者数を増やすという目

標を達成できていない。 
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Ⅱ－６：消防・救急体制の充実Ⅱ－６：消防・救急体制の充実Ⅱ－６：消防・救急体制の充実Ⅱ－６：消防・救急体制の充実（後期基本計画書 P50･P51）    

１．施策の構成 

⑴消防体制の充実 

⑵火災予防の充実 

⑶救急体制の充実 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

住宅用火災警報器の設置率 70.2％ 82.9％ 86.0％ 

消防水利の整備率 72.6％ 71.1％ 74.6％ 

救急救命講習会の受講者数 16,369人 21,783人 23,500人 

救急救命士の配置人数 20人 20人 21人 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

常備消防費 65,077 42,497   

非常備消防費 31,947 33,609   

消防通信指令施設等整備事業 ― *347,673  ○ 

火災予防対策費 ― 1,348   

救急体制整備費 ― 6,513   

※「*」は、H27年度決算見込額。 

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅用火災警報器の設置率及び救急救命講習会の受講者数は目標値を達成（現在

の目標値は上方修正後）しており、消防水利の整備については、計画的に更新整備

が実施され順調に推移しているため、継続して取組みを実施します。救急救命士を

毎年１人ずつ新規養成し救急体制の確立を図る取組みを実施している。 

 消防・救急体制に万全を期し、市民サービスの向上になるよう、計画的に更新整

備を更にすすめることが必要であると考える。 
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Ⅲ－１：国際化の推進Ⅲ－１：国際化の推進Ⅲ－１：国際化の推進Ⅲ－１：国際化の推進（後期基本計画書 P54･P55）    

１．施策の構成 

⑴国際交流の推進 

⑵国際的な人材育成の推進 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

語学講座参加人数 1,566人 1,567人 1,800人 

国際交流活動への支援に対する市

民満足度【市民アンケート】 
67.7％ *68.6％ 80.0％ 

国際交流活動に参加したことがあ

る市民の割合【市民アンケート】 
8.8％ *7.7％ 20.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

国際交流推進事業費 15,827 11,740 １ ○ 

グローバル人財養成セミナー ― 2,397 １ ○ 

ウェナッチバレーカレッジ英

語研修派遣事業費 
― 6,021 １ ○ 

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の基本理念にも掲げている「国際文化都市」のとおり、あおもりグローバルア

カデミーやイングリッシュキャンプ、ウェナッチバレーカレッジへの派遣事業など

の教育系事業が新規事業としてスタートし、ウェナッチバレーとの姉妹都市交流、

アメリカンデーの継続事業も積極的に推進されている。 

こうした事業は、今後も継続していく必要があると考えるが、世代や地区などに

よって、国際交流への関わりなどにばらつきも見られるため、周知方法等ニーズに

合わせた新たな展開が求められてきていると思われる。 
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Ⅲ－２：学校教育の充実Ⅲ－２：学校教育の充実Ⅲ－２：学校教育の充実Ⅲ－２：学校教育の充実（後期基本計画書 P56･P57）    

１．施策の構成 

⑴学校教育環境の整備 

⑵生きる力を育む学校教育の推進 

⑶学校教育指導の充実 

⑷学校給食の充実 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

学習状況調査の県平均正答率との

差(小学 5年生) 
－0.8 －0.1 3.0 

学習状況調査の県平均正答率との

差(中学 2年生) 
－1.3 ＋0.3 3.0 

不登校から復帰した児童・生徒数／

不登校児童・生徒受け入れ数 
45.0％ 22.7％ 60.0％ 

教育相談件数(教育相談室) 168件 197件 168件 

小中学校の教育環境の整備に対す

る市民満足度【市民アンケート】 
62.2％ *65.4％ 70.0％ 

小中学生が充実した教育を受けて

いると感じる市民の割合【市民アン

ケート】 
61.1％ *69.3％ 70.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

小学校トイレ改修事業 3,066 144,874   

小学校暖房設備改修事業 ― 3,640   

中学校トイレ改修事業 3,318 80,199   

総合的学習推進費 3,628 3,590   

英語教育推進事業費 12,333 9,529   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

教育環境については、トイレや暖房設備などの施設改修もなされ、また、市民ア

ンケートでも満足度が上がっており、継続して充実に努めていく必要があると考え

る。 

青森県学習状況調査における平均正答率は、青森県と同程度であるが、目標値を

下回っている。また、不登校児童・生徒の学校復帰率は、大きく目標値を下回って

いる。これらの現状を受けて、学校や家庭、関係機関と連携を強化し、学力向上、

不登校児童・生徒の減少に、さらに努めていく必要があると考える。 
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Ⅲ－３：生涯学習の推進Ⅲ－３：生涯学習の推進Ⅲ－３：生涯学習の推進Ⅲ－３：生涯学習の推進（後期基本計画書 P58･P59）    

１．施策の構成 

⑴生涯学習の充実 

⑵生涯学習拠点の整備 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

公会堂(中央公民館)の利用者数 105,758人 104,653人 110,000人 

公会堂(中央公民館)の講座等開催数 425回 440回 470回 

図書館利用者数 131,060人 106,723人 140,000人 

家庭教育学習参加者数 745人 1,424人 800人 

登録指導者派遣回数 9回 5回 10回 

登録指導者数 166人 72人 166人 

各種講座やサークル活動に参加したこ

とがある市民の割合【市民アンケート】 
18.6％ *15.6％ 20％ 

図書館などの施設が充実していると回

答した市民の割合【市民アンケート】 
56.1％ *61.2％ 60.0％ 

多様な生涯学習環境の提供に対する

市民満足度【市民アンケート】 
56.2％ *60.3％ 60.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

生涯学習のまちづくり推進事業 331 1,991   

公会堂整備事業 62,688 167,819  ○ 

図書館整備費 ― 9,288   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公会堂（中央公民館）、市立図書館の年間利用者は減少傾向にあるものの、単な

る貸館施設ではなく、市の社会教育施設としての情報発信や様々な講座やイベント

の企画・実施により、多くの利用者から高い満足度を得ている。 

しかし、建物の老朽化による設備の不具合等が多々発生しており、利用へ支障を

きたしていることから、改修工事を行うとともに良質なサービスを提供し、市民が

気軽に利用できる施設を今後も目指していく。 
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Ⅲ－４：文化の振興Ⅲ－４：文化の振興Ⅲ－４：文化の振興Ⅲ－４：文化の振興（後期基本計画書 P60･P61）    

１．施策の構成 

⑴芸術文化活動への支援 

⑵文化財の保護・保存と活用 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

文化協会登録団体数 86団体 96団体 88団体 

芸術・歴史・文化に親しむ機会

の提供に対する市民満足度【市

民アンケート】 

53.6％ *54.9％ 60.0％ 

伝統芸能や歴史遺産が大切に伝

えられていると回答した市民の

割合【市民アンケート】 

53.4％ *56.4％ 60.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

文化振興費 ― 2,789   

遺跡発掘調査事業 19,511 31,992   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化協会登録者数は増加傾向であるものの、参加者の多くが高齢者であり、多様

な世代の参加促進のため、各種文化団体の活動内容や状況等のＰＲ方法を探り、各

種団体や関係機関とのネットワークを構築し、連携を強化する必要がある。 

民俗芸能や歴史遺産の重要性については、市民アンケートによると、多くの市民

の方々が大切であると感じていることから、歴史遺産に触れる機会の提供に努め、

また、民俗芸能の担い手の確保に繋がるような努力を継続する必要がある。 
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Ⅲ－５：スポーツの振興Ⅲ－５：スポーツの振興Ⅲ－５：スポーツの振興Ⅲ－５：スポーツの振興（後期基本計画書 P62･P63）    

１．施策の構成 

⑴スポーツ機会の充実 

⑵スポーツ拠点の整備 

⑶スポーツ活動への支援 

 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

市内屋内運動施設使用者数 210,936名 251,507人 227,000名 

市内屋外運動施設利用者数 63,611名 72,763人 85,000名 

スポーツに親しむ機会の提供に対

する市民満足度【市民アンケート】 
54.8％ *55.8％ 60.0％ 

体育施設を使用しやすいと回答し

た市民の割合【市民アンケート】 
38.3％ *42.6％ 50.0％ 

定期的にスポーツを行っていると回

答した市民の割合【市民アンケート】 
28.4％ *28.4％ 40.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

地域スポーツ活動活性化事業 675 675   

東京オリンピック・パラリン

ピック関係事業費 
― 510   

保健総務費 19,840 33,274   

(仮称)国際交流スポーツセン

ター整備事業 
23,422 3,395,765  ○ 

スポーツ指導員育成費 1,114 1,260   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－１：企業誘致と雇用創出Ⅳ－１：企業誘致と雇用創出Ⅳ－１：企業誘致と雇用創出Ⅳ－１：企業誘致と雇用創出    

スポーツ習慣のない方へのきっかけ提供、施設の老朽化など今後の課題はあるも

のの、関連指標が示すとおり、屋内外の施設利用者やスポーツに触れることへの満

足度などは、総じて増加傾向にある。 

オリンピック・パラリンピック関係事業がスタートし、また、スポーツセンター

の整備が進んでいる中で、スポーツには、体力増進や健康づくり、交流の場として

など、多くの機能もあることから、今後も継続・発展させていくことが期待されて

いる状況にあると考える。 
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Ⅳ－１：企業誘致と雇用の創出Ⅳ－１：企業誘致と雇用の創出Ⅳ－１：企業誘致と雇用の創出Ⅳ－１：企業誘致と雇用の創出（後期基本計画書 P66･P67） 

１．施策の構成 

⑴企業の誘致 

⑵新エネルギー導入の推進 

⑶産業への支援 

⑷起業の支援 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

誘致企業数 15社 16社 20社 

有効求人倍率(常用：三沢公共職

業安定所、3月期) 
0.46倍 0.95倍 0.56倍 

公共施設への新エネルギー設備

の導入件数 
0件 14件 3件 

雇用・就業の場の確保に対する

市民満足度【市民アンケート】 
18.7％ *25.5％ 25.0％ 

新たな産業・企業の誘致に対す

る市民満足度【市民アンケート】 
19.1％ *25.6％ 25.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H23決算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

企業誘致費 52,587 129,383  ○ 

新築リフォーム支援事業費補

助金 
20,280 37,110   

職業補導費 1,544 6,144   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国全体の経済状況に加え、市の企業誘致や起業促進の補助制度、新築リフォーム

支援事業費補助制度などの雇用施策もあり、市の雇用状況は、有効求人倍率の増加

が示すとおり改善してきており、これに関する市民満足度も上昇している。 

今後においても、当市の特徴を生かすことのできる企業誘致や産業支援などによ

り、雇用創出を図る必要があるが、業種により人手不足の状況も見られることから、

これに関する対策も必要となっている。 

新エネルギーについては、企業の太陽光発電事業等の促進や、災害発生時の拠点

施設や指定避難所への導入が図られ、雇用創出や市民の安全確保につながった。 
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Ⅳ－２：農業の振興Ⅳ－２：農業の振興Ⅳ－２：農業の振興Ⅳ－２：農業の振興（後期基本計画書 P68･P69）    

１．施策の構成 

⑴新たな担い手の育成 

⑵販売・流通の拡大 

⑶生産基盤の整備 

⑷安定した経営の確立 

⑸畜産業の活性化 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

農家人口 3,072名 3,072名 3,000名 

認定農業者数 231名 278名 241名 

三沢市食肉処理センター処理頭数 294,045頭 445,822頭 460,000頭 

農業の振興に対する市民満足度

【市民アンケート】 
44.0％ *49.3％ 50.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

農業次世代振興費 21,552 63,401  ○ 

県営みさわ地区集落基盤整備

事業 
4,001 42,500  ○ 

県営八幡地区経営体育成基盤

整備事業 
― 3,000  ○ 

農業振興費 11,478 4,050   

農場費 20,939 21,904   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業分野においては、農業者の高齢化や担い手の育成、農地利用の集積・集約化、

基盤整備、さらには農産物のブランド化など、農業の効率化、安定化に向け、多く

の課題に取り組んできており、一定の成果は見られるが、特に農業者の高齢化や担

い手育成という面での改善がより必要となっていることから、今後も重点的に取り

組む必要がある。 

なお、食肉処理センターについては、施設整備により処理頭数が大幅に増加し、

当市の畜産業の振興にも大いに寄与している。 
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Ⅳ－３：水産業の振興Ⅳ－３：水産業の振興Ⅳ－３：水産業の振興Ⅳ－３：水産業の振興（後期基本計画書 P70･P71） 

１．施策の構成 

⑴水産業の振興と拠点整備 

⑵安定した経営の確立 

⑶資源回復のための生産基盤整備 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

漁業経営体数 56団体 67団体 56団体 

漁獲数量[過去 3か年平均値] 4,159t 3,599t 4,159t 

漁獲金額[過去 3か年平均値] 1,447百万円 1,366百万円 1,447百万円 

ヒラメの販売単価(円/㎏)[過去 3

か年平均値] 

572円 510円 572円 

ほっき貝の販売単価(円/㎏)[過去

3か年] 

251円 291円 251円 

水産業の振興に対する市民満足

度【市民アンケート】 

46.3％ *51.1％ 51.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

水産物供給基盤整備事業 54,600 58,000   

水産振興費 13,827 8,136   

水産物流通機能高度化対策事業 ― 30,000   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販路拡大や直売所でのイベント等の取組により、ブランド化の推進や魚価向上に

一定の成果が見られる。 

その一方で、漁獲量の減少などにより、漁業者の所得低下や高齢化等の問題も発

生している。 

そのような中、これまでの成果を踏まえ、更なる水産物の付加価値向上を図り、

漁業者の所得向上や担い手育成につなげるため、漁港施設等において、屋根掛け施

設や魚市場の高度衛生化の整備などを一体的に進め、衛生管理市場の認証取得（大

日本水産会）を目指す必要がある。 



- 23 - 
 

Ⅳ－４：商業の振興Ⅳ－４：商業の振興Ⅳ－４：商業の振興Ⅳ－４：商業の振興（後期基本計画書 P72･P73）    

１．施策の構成 

⑴地域性のある商業振興 

⑵中心市街地の活性化 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

商店店舗数(大町・銀座・大通り・

中央) 
97店舗 87店舗 100店舗 

商店街歩行者(休日 12 地点合計

者数／日) 
3,912人 2,818人 5,369人 

商業の振興に対する市民満足度

【市民アンケート】 
21.8％ *26.1％ 25.0％ 

中心市街地活性化の取り組みに対

する市民満足度【市民アンケート】 
23.3％ *19.9％ 35.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

商工振興費 277,329 206,463   

商業地域活性化推進事業費 7,200 51,394   

中心市街地活性化推進事業費 36,759 3,092   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少問題に加え、郊外型小売店舗の増加など、中心市街地を取り巻く厳しい

環境が続く中、当該地域の店舗数や歩行者数は、依然減少傾向にはあるものの、三

沢の個性を活かした中心市街地の活性化イベントや拠点施設であるスカイプラザ

ミサワによる賑わい創出効果などにより、下げ止まりの傾向が見られる。 

しかしながら、当該地域の持続性、発展性という点では、事業者の高齢化や、個々

の店舗の特徴を生かした事業展開・魅力創出、更には新たな事業者の参入などの課

題があり、これらの課題解決に向け、市、商工会及び事業者が一体となって、これ

まで以上に取り組んでいく必要がある。 
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Ⅳ－５：観光の振興Ⅳ－５：観光の振興Ⅳ－５：観光の振興Ⅳ－５：観光の振興（後期基本計画書 P74･P75）    

１．施策の構成 

⑴観光施策の推進 

⑵地産販売の促進 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

市内施設の観光入込客数 757,000人 1,152,211人 1,192,400人 

行祭事・イベント入込客数 569,000人 462,600人 654,350人 

観光の振興に対する市民満足度

【市民アンケート】 
22.3％ *27.6％ 35.0％ 

道の駅みさわを定期的に利用し

ていると回答した市民の割合

【市民アンケート】 

11.2％ *11.6％ 20.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

観光費 19,059 20,640   

観光振興費 35,110 37,108 ２ ○ 

地産販売推進事業費 13,818 16,409   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光施設における入込客数の主な増加要因は、観光拠点として新たに加わったス

カイプラザミサワが、アメリカンな三沢の観光スポットとして、順調に入込数を伸

ばしたことや、これを活かしたイメージ展開を市全体で図ってきたことによる。 

また、公式観光ガイドブック「来て！みさわ」や観光情報サイト「三沢モバイル」、

市観光協会ホームページなど、情報発信の充実、強化及びご当地グルメの展開効果

も挙げられる。 

地産販売については、特産品を活かした加工品開発及び販路拡大に対する支援が

徐々に効果として現れてきている。 

今後も、三沢の個性を活かした観光施策や滞在型観光を推進する中で、増え続け

る訪日外国人観光客も呼び込み、経済波及効果の拡大につなげていく必要がある。 
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Ⅴ－１：交通網の充実Ⅴ－１：交通網の充実Ⅴ－１：交通網の充実Ⅴ－１：交通網の充実（後期基本計画書 P78･P79）    

１．施策の構成 

⑴高速交通網の充実 

⑵地域公共交通の再生 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

三沢空港乗降客数 257,809人 255,134人 312,000人 

青い森鉄道三沢駅年間旅客(乗車

人員)数 
371,489人 410,977人 380,000人 

市内路線バス年間輸送人員 229,922人 230,000人 230,000人 

コミュニティバス年間輸送人員 118,191人 127,000人 130,000人 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

交通拠点整備費 2,414 10,395 ２ ○ 

地域公共交通対策費 32,821 62,006   

三沢駅前広場整備事業 ― 304,788 ２ ○ 

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

※過度に自家用車に頼らず、公共交通を利用する意識を高めるために、コミュニケー

ションを中心とした交通施策で取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通網の充実のため、三沢空港に関しては増便要請や二次交通の確保など、

バスに関しては地域ニーズに対応したダイヤ改善などに取り組んだ。 

今後さらに人口減少が進む中で、目標達成のためには、三沢空港発着便の増便要

請や各種利用促進事業を進めると同時に、地域や利用者に合ったモビリティマネジ

メント（※）の推進が必要である。 
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Ⅴ－２：都市環境の整備Ⅴ－２：都市環境の整備Ⅴ－２：都市環境の整備Ⅴ－２：都市環境の整備（後期基本計画書 P80･P81）    

１．施策の構成 

⑴居住環境の整備 

⑵定住化の促進 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

住宅環境の整備に対する市民満

足度【市民アンケート】 
48.6％ *52.0％ 60.0％ 

公園環境の整備に対する市民満

足度【市民アンケート】 
64.3％ *67.1％ 80.0％ 

市営住宅入居戸数 330戸 318戸 365戸 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

都市公園整備事業 ― 78,632  ○ 

三沢川整備事業 306,276 163,202  ○ 

古間木団地建替事業 31,874 562,237  ○ 

公営住宅等ストック総合改善

事業 
― 88,165  ○ 

住宅取得支援助成事業 ― 10,000   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園利用者のニーズ調査をもとに、要望の高い遊具の設置や改修等を行い安全

性・快適性を確保している。近年、大雨の発生頻度が高くなっていることから、市

街地等の雨水流出先である三沢川の早期整備を図り、洪水等の被害の少ない快適な

まちの実現に取り組んでいる。 

 市営住宅は、市外在住者の申し込みができないものの、古間木団地の建替えや空

き住戸の大規模修繕により住宅困窮者の救済が図られ、居住環境が改善している。 

 住宅取得支援事業助成金は、人口減少対策の一環である移住・定住化に効果をあ

げているが、そのほかの施策との費用対効果などについて検討しながら取り組む必

要がある。 
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Ⅴ－３：道路の整備Ⅴ－３：道路の整備Ⅴ－３：道路の整備Ⅴ－３：道路の整備（後期基本計画書 P82･P83）    

１．施策の構成 

⑴幹線道路の整備 

⑵生活道路の維持・改良 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

市道の舗装率 80.4％ 80.8％ 80.9％ 

市道の改良率 76.4％ 77.1％ 77.0％ 

自宅周辺の道路は安全で利用し

やすいと回答した市民の割合

【市民アンケート】 

38.4％ *48.4％ 60.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

都市計画街路事業 130,500 90,000  ○ 

都市計画道路春日台十和田線

整備事業 
83,702 144,499  ○ 

(仮称)古間木山・松原線整備事業 ― 7,149  ○ 

市道東岡三沢・堀口線外１整

備事業 
66,926 417,157 2 ○ 

道路維持 340,095 317,278   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路春日台十和田線整備事業については、一部用地の収用に時間を要し

たが、事業完了への目途がついた。 

幹線道路については、関連する市町村との連携を密にして事業を推進する必要が

ある。 

 市道の改良率・舗装率について、生活環境の向上を図るため、改良舗装工事を計

画的に実施したことから、目標年度前にほぼ達成している状況である。 

生活道路の維持補修は、市民からも要望が多い事案でもあり、舗装・改良が進むこ

とは、自宅周辺道路の安全性・利便性の向上に寄与していると考えられる。 
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Ⅴ－４：上下水道の整備Ⅴ－４：上下水道の整備Ⅴ－４：上下水道の整備Ⅴ－４：上下水道の整備（後期基本計画書 P84･P85）    

１．施策の構成 

⑴上水道の整備・拡充 

⑵下水道の普及促進 

⑶農業集落排水の普及促進 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

石綿セメント管更新率 42.3％ 68.9％ 58.8％ 

安全で安定した上水道の整備に

対する市民満足度【市民アンケ

ート】 

72.7％ *72.5％ 80.0％ 

下水道処理人口普及率 56.7％ 61.8％ 62.9％ 

下水道の整備に対する市民満足

度【市民アンケート】 
63.1％ *63.7％ 80.0％ 

農業集落排水加入率 65.7％ 64.9％ 80.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

(企会・水道)配水施設改良費 259,293 256,914  ○ 

(企会・水道)施設整備事業費 246,624 95,006  ○ 

(企会・水道)総係費 69,207 68,285   

(特会・下水道)公共下水道事業

一般管理費 
52,097 44,998   

(特会・農集)一般管理費 17,092 15,865   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上水道の老朽管更新について、順調に推移していることから、今後も継続した取

り組みが必要であると考えられる。また、計画的な更新を進めるためには財源の確

保が今後の課題となっている。 

 下水道の普及について、計画的な汚水管渠工事により、整備区域の拡充が図られ

ている。農業集落排水の加入率は２５年度に新たに南部地区が供用開始となったた

め減少したように見えるが、下水道とともに加入率は年々向上している。しかし、

水質保全や快適な住環境の確保を進めるため、さらなる加入率向上を目指すことが

必要である。 
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Ⅵ－１Ⅵ－１Ⅵ－１Ⅵ－１：協働体制の確立：協働体制の確立：協働体制の確立：協働体制の確立（後期基本計画書 P88･P89）    

１．施策の構成 

⑴地域活動の活性化 

⑵協働の仕組みづくり 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

市民活動ネットワークセンター

みさわ利用件数 
― 1,212件 700件 

町内会加入率 60.9％ 58.5％ 65.0％ 

市民活動団体登録数 63団体 92団体 80団体 

市役所と住民の協働のまちづく

りに対する市民満足度【市民ア

ンケート】 

39.2％ 49.3％ 50.0％ 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

市民協働推進費 10,853 11,121 １ ○ 

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動ネットワークセンターみさわ利用件数、市民活動団体登録件数は平成２

７年度において目標を達成し、今年度においても目標を達成する見込みであること

から、今後も継続的に取り組む。 

 町内会の加入率は生活様式や価値観の多様化などの影響で年々減少している。今

後は町内会のみならず、地域活動を行っている多様な主体への支援を強化していく

ことが必要である。 
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Ⅵ－２：男女共同参画社会の確立Ⅵ－２：男女共同参画社会の確立Ⅵ－２：男女共同参画社会の確立Ⅵ－２：男女共同参画社会の確立（後期基本計画書 P90･P91）    

１．施策の構成 

⑴男女共同参画の意識の醸成 

⑵女性の社会参画の促進 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

市附属機関等への女性登用率 23.3％ 24.9％ 27.8％ 

男女共同参画を推進したまちづ

くりに対する市民満足度【市民

アンケート】 

42.3％ *51.5％ 50.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

女性政策推進事業 370 420   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市附属機関等への女性登用率は目標に達していないものの、男女共同参画を推進

したまちづくりに対する市民満足度が目標を上回り、女性政策推進事業に対する一

定の評価が得られている。 

今後も男女共同参画社会基本法や女性活躍推進法にもとづき、固定的性別役割分

担意識の解消やワークライフバランス、子育てしやすい社会環境の整備、そして女

性の社会参画といった社会情勢や市民ニーズを的確に把握し、すべての人が自分ら

しく生きることができる社会づくりのため、住民が共感を得られる事業をさらに展

開することが必要である。 
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Ⅵ－３：広報広聴の充実・情報公開の推進Ⅵ－３：広報広聴の充実・情報公開の推進Ⅵ－３：広報広聴の充実・情報公開の推進Ⅵ－３：広報広聴の充実・情報公開の推進（後期基本計画書 P92･P93）    

１．施策の構成 

⑴広報活動の充実 

⑵情報通信の充実 

⑶CATVの充実 

⑷広聴活動の充実 

⑸情報公開の推進 

⑹個人情報の保護 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

ホームページアクセス件数(月) 19,288件 44,371件 28,000件 

広報みさわやケーブルテレビに

よる情報発信に対する市民満足

度【市民アンケート】 

60.2％ *62.1％ 65.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

文書広報費 9,866 12,332   

有線放送施設整備事業 ― 284,912  ○ 

市政モニター制度運用事業費 ― 6,443   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェブサイトへのアクセス件数は、当初の想定を上回っており、さらに近年では

利用者の増加が著しい SNS を活用するなど、技術の進歩と利用者の変化に応じて

最適な手法で情報を発信している。 

広報紙「広報みさわ」は特集記事の情報量を増やしたほか、CATVでは独自企画

の番組やイベントの生中継などにより、市政の周知だけでなく地域の魅力に対する

市民の関心を喚起するよう努めた結果、情報発信に対する満足度も上昇しているこ

とから今後も積極的な情報発信を継続する必要がある。 
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Ⅵ－４：行財政改革の推進Ⅵ－４：行財政改革の推進Ⅵ－４：行財政改革の推進Ⅵ－４：行財政改革の推進（後期基本計画書 P94･P95）    

１．施策の構成 

⑴効率的な組織運営と人材育成 

⑵財源の確保と増収 

⑶財政運営の効率化 

⑷行政経営システムの確立 

⑸広域行政の推進 

 

２．関連指標の推移 

関連指標 H23 H27 H28目標値 

職員数(市立三沢病院除く) 476人 468人 466人 

基金残高 
4,048百万円 4,258百万円 2,100百万円

以上 

経常収支比率 90.0％ 92.0％ 88.0％ 

将来負担比率 125.9％ 92.0％ 120.0％ 

行政サービスの質が向上してい

ると回答した市民の割合【市民

アンケート】 
33.2％ *41.5％ 60.0％ 

※「*」は、H26年度データです。 

 

３．主な事業 

事業名 
H24予算額 
（千円） 

H28予算額 
（千円） 

重点 
事業 

主要 
事業 

賦課徴収管理費 67,743 73,598   

行政運営推進費 1,685 552   

 

４．政策展開における成果（課題・関連指標等による） 

 

 
 経常収支比率は増加傾向にあり目標値達成が難しい状況にあるが、将来負担比率

については地方債の発行抑制等により改善がみられ、基金残高と共に目標値を大き

く上回り、安定的かつ持続的な財政運営が図られている。 
 財政運営効率化の取り組みとして、長期的な視点から公共施設等の適正な維持管

理を計画的に推進するための公共施設等総合管理計画の策定をしている。 
 指定管理者制度導入施設におけるモニタリングや調査などで行政サービスの質

の向上に努めているが、目標値達成には市民意見の収集のみならず、迅速かつ分か

りやすい行政情報の提供といった開かれた行政経営の推進が必要である。 
 広域行政では上十三・十和田湖広域定住自立圏の圏域市町村と連携し、消費生活

支援センターの運営を実施しているが、効率的な行政運営を目指し更なる連携強化

を推進すべきである。 


