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１ 後期基本計画策定の趣旨 

 本市は、平成 30 年度から令和４年度までを計画期間とした第２次那珂市総合計画前期基

本計画（以下「前期基本計画」という。）により、各分野で計画的にまちづくりを進めてき

ました。 

 現在本市は、社会経済情勢や人口構造の変化、デジタル化＊をはじめとする技術革新や新

型コロナウイルス感染症の感染拡大による人々の意識と日常生活の変化、激甚化する自然災

害への対応など、様々な課題に直面しています。また、社会保障費の増大や社会資本＊の整

備、老朽化した公共施設の修繕などにより財政負担が大きくなる一方で、歳入の根幹である

市税については、少子高齢化の進行に加え、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、

大幅な伸びは期待できない状況です。 

 このように、目まぐるしく変化する社会経済情勢の中でも、本市が今後も持続可能なまち

として発展を続けるためには、現在の計画を的確に評価分析するとともに、既存の慣習や経

験にとらわれない新たな手法や考え方を施策に盛り込むなど、将来を見据えた対応が求めら

れています。 

 これらを踏まえ、令和４年度で前期基本計画の計画期間が終了することから、令和５年度

を初年度とする第２次那珂市総合計画後期基本計画（以下「後期基本計画」という。）を策

定し、効果的かつ効率的で戦略的な行政運営を目指していきます。 
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毎年度ローリング方式で見直し 

２ 総合計画の構成と期間 

  第２次那珂市総合計画は、「基本構想」「基本計画」及び「実施計画」で構成しています。 

 （１）基本構想 

 目指すべき市の将来像を定め、その実現に

向けたまちづくりの基本理念と施策の大綱

を明らかにするものです。計画期間は、平成

30 年度から令和９年度までの 10 年間です。 

 （２）基本計画 

 基本構想で示した施策の大綱に基づき、根

幹となる施策を体系的に示し、施策ごとの取

組方針を明らかにするものです。社会経済情

勢の変化に的確かつ柔軟に対応するため、計

画期間は５年としています。後期基本計画の

計画期間は、令和５年度から令和９年度まで

とします。 

 （３）実施計画 

 基本計画で定めた施策の方針に基づき、３

年間の具体的な事業計画を明らかにするも

のです。実効性の高い計画とするため、毎年

度見直しを行うローリング方式＊により策定

します。 

 

 

総合計画期間 

 

 

 
 

実施計画 

 

基本計画 

（前期基本計画、 

 後期基本計画） 

基本構想 
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３ 後期基本計画の進行管理と行政評価 

後期基本計画の進行管理は、総合計画の施策体系に沿って行政評価システムを機能させる

ことにより行います。これは、第１次那珂市総合計画策定後から実施してきた取組であり、

施策や事務事業の改革・改善に、その効果を発揮してきたことから、後期基本計画において

も引き続き実施します。 

 これにより、行政サービスの質の向上を図るとともに、評価結果を市民に公表することで、

透明性の高い行政運営を進めていきます。 
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Check 
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Act 

改善 

 行政評価システムとは、総合計画で

定められた施策体系の各段階（施策、

基本事業及び事務事業）において、そ

れぞれの目的を「対象（働きかける相

手）」・「意図（対象にどのようになっ

てもらうか）」で整理し、「成果指標（そ

の目的がどのくらい達成されている

かを測る指標）」を設定して、それら

の指標を毎年度測定することで、前年

度の活動内容を評価し、次年度以降の

取組に反映させていく仕組みです。 
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４ 前期基本計画における取組 

前期基本計画においては、基本構想に掲げた将来像「人と地域が輝く 安心・安全な住みよ

いまち 那珂」を目指し、３つのまちづくりの基本理念「すべての人が安心して住み続けられ

るまちを目指します」「共に助け合い支え合う、すべての人にやさしいまちを目指します」「す

べての人が輝く、賑わいのあるまちを目指します」を基に、６つの施策の大綱とその下に位置

付けられた 31の施策によって計画を推進してきました。 

 

 

施策の大綱 施策 

１ みんなで進める 
住みよいまちづくり 

1 地域コミュニティの充実を図る 

2 誰もが住み続けたいと思えるまちづくりを推進する 

3 市民との協働によるまちづくりを推進する 

4 互いに尊重し合う社会の形成を図る 

２ 安全で快適に 
暮らせるまちづくり 

1 災害に強いまちをつくる 

2 犯罪を防ぐまちをつくる 

3 交通安全を推進する 

4 健康で快適に過ごせる生活環境の保全を図る 

5 地球にやさしい持続可能な社会への転換を図る 

6 利便性の高い交通基盤を整える 

7 自然環境と調和した魅力的な都市づくりを推進する 

8 安定的に水道水を供給する 

9 効率的に生活排水を処理する 

３ やさしさにあふれ 
生きがいの持てる 
まちづくり 

1 安心して子どもを産み育てられる環境を整える 

2 高齢者がいきいきと暮らせる環境を整える 

3 障がい者が地域社会で安心して暮らせる環境を整える 

4 家庭や地域で支え合う福祉環境を整える 

5 適切な医療が受けられる環境の充実を図る 

6 健康で生きがいを持って暮らせる保健体制の充実を図る 

４ 未来を担う人と 
文化を育むまちづくり 

1 豊かな心を育む学校教育の充実を図る 

2 未来を担う青少年の健全育成を図る 

3 生涯にわたり学ぶことができる環境を整える 

4 スポーツを身近に感じ親しめる環境を整える 

5 歴史資産と伝統文化を保存・継承し活用を図る 

6 多様な文化と交流する機会の充実を図る 

５ 活力あふれる交流と 
賑わいのまちづくり 

1 活力ある農業の振興を図る 

2 地域に活力をもたらす商工業の振興を図る 

3 地域資源を活かした観光の振興を図る 

６ 行財政改革の推進に 
よる自立した 
まちづくり 

1 効果的・効率的な行政運営を推進する 

2 健全な財政運営を図る 

3 多様な行政サービスを提供する 

 

 

 



6 

 前期基本計画期間中の取組の概要は次のとおりです。 

 

１ みんなで進める住みよいまちづくり 

地域コミュニティの充実については、市民自治組織などと協働によるまちづくりを推進する

とともに、市民が地域活動に参加するきっかけづくりとして「協まち・カフェ＊」を開催しま

した。また、コミュニティ活動に必要な各種支援に努めました。 

移住・定住の促進については、移住の総合相談窓口「いぃ那珂ＩＪＵ－Ｌａｂｏ」の開設や、

シティプロモーション＊推進室の設置に取り組み、本市の魅力である「住みよさ」を市内外に

アピールしてきました。 

市民との協働によるまちづくりの推進については、協働のまちづくり推進フォーラム＊など

を開催し、市民の協働に対する意識の醸成を図りました。情報の共有については、市政に対す

る市民の理解を深めてもらうため、市の職員を講師として派遣するまちづくり出前講座を実施

しました。市民意見の広聴については、市長と意見交換を行う場を設ける「市長と話そう輪い・

和い座談会」を開催しました。 

人権尊重の推進については、人権教育を推進するとともに、人権相談会や啓発活動を実施し

ました。また、第２次市男女共同参画プランの後期実施計画を策定し、男女共同参画社会の実

現に取り組みました。 

 

２ 安全で快適に暮らせるまちづくり 

防災・減災対策については、自主防災組織＊が行う防災訓練の充実を図るとともに、地域に

おける防災リーダーを育成しました。また、防災行政無線のデジタル化＊や、多様な情報伝達

媒体の活用を進め、災害情報の確実な提供に努めました。 

 防犯対策については、防犯カメラの増設や、防犯灯のＬＥＤ化を推進するとともに、関係機

関と連携した防犯活動や、市民への情報提供に努めました。 

 交通安全対策については、交通安全の意識啓発や、ガードレールなどの交通安全施設の整備

を行うとともに、運転免許自主返納等支援事業を実施し、交通安全の向上に努めました。 

 生活環境の保全の取組として、公害防止に係る啓発活動、不法投棄防止活動、地区まちづく

り委員会との協働で常磐自動車道側道クリーン作戦の実施などに取り組みました。 

 地球環境保全の取組については、市民団体が策定した、持続可能な社会への転換に向けた行

動計画である「なかアジェンダ 21」の周知及び普及に努めました。さらに、クールビズ＊やノ

ーマイカーデー＊の普及に努めました。 

 交通基盤整備については、生活道路の整備や冠水対策に取り組むとともに、地域住民の交通

手段の確保のためデマンドタクシー＊を増車及び増発しました。 

 都市基盤整備については、市街地の幹線道路の整備や街づくり事業により、都市基盤整備に

取り組み、魅力的で住みよい生活拠点の形成に努めました。 

 水道水の供給については、浄水施設の統合を行い施設の最適化を図りました。また、老朽化

した配水管の更新に取り組みました。 

 生活排水処理については、公共下水道整備において着実に未普及対策に取り組み、農業集落
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排水整備において７地区全てが完了しました。また、公共下水道未計画区域内の合併処理浄化

槽＊への転換を推進しました。 

 

３ やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくり 

 子育て環境の充実については、保育所入所希望者が入所できるように、保育施設の増設や増

床などを行い、利用定員を増やしました。また、学童保育所も定員を増やし、受け入れ強化を

図りました。 

 高齢者福祉については、地域包括支援センター＊を中心に、総合相談業務に取り組むととも

に、生活習慣病やフレイル＊予防などの保健事業と介護予防の一体的な実施に努めました。 

 障がい者福祉については、相談及び支援の充実を図り、必要なサービスの提供に努めるとと

もに、経済的な支援や、障がい者に対する理解促進に取り組みました。 

地域福祉環境の充実については、福祉関係団体などへの支援に取り組むとともに、「ふくし

相談センター＊」を設置し、生活困窮者などが困窮状態から脱却できるよう支援を展開し、包

括的及び継続的な支援を実施しました。 

医療体制の充実については、「茨城県央地域定住自立圏＊の形成に関する協定」に基づき、構

成市町村と連携することにより、広域的に初期救急医療体制の確保を図りました。 

健康づくりについては、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、関係機関と連携し

ながら予防接種を含め、感染症予防対策を進めました。 

 

４ 未来を担う人と文化を育むまちづくり 

 学校教育については、外国語指導助手（ＡＬＴ）＊の増員や、ＧＩＧＡスクール構想＊に基づ

いたタブレット端末＊の整備に取り組み、国際化及び情報化へ対応した取組を実施しました。 

 青少年の健全育成については、非行防止のパトロールなどを実施するとともに、ふるさと教

室や家庭教育学級を実施し、青少年の健全育成に努めました。 

 生涯教育については、多様化する学習ニーズに対応しながら、図書館機能の充実や各種講座

の提供に努めました。 

 スポーツに親しむ環境については、屋外スポーツの場として「那珂西リバーサイドパーク＊」

を供用開始し、市民のスポーツ環境の充実に努めました。 

 歴史資産と伝統文化については、市民との協働により保存及び管理に努めるとともに、市指

定文化財額田城跡本丸跡を公有化するなど、保存、継承及び活用に取り組みました。 

 多様な文化交流については、アメリカ合衆国のテネシー州オークリッジ市、台湾の台南市、

秋田県横手市などとの交流を図るとともに、市内在住外国人が安心して生活できる環境づくり

を進めました。 

 

５ 活力あふれる交流と賑わいのまちづくり 

農業振興については、農業の収益力向上と担い手育成支援を目標に、市アグリビジネス＊戦

略を策定しました。また、認定農業者や農業後継者、新規就農者に対する支援を行い、経営規

模の拡大や市場評価の高い作物の生産拡大及び開発に努めました。 
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商工業振興については、新型コロナウイルス感染症の影響のある事業者に対し、市の独自支

援を行いました。このほか、市商工会と連携するとともに「いぃ那珂オフィス」を活用し、創

業者の支援に努めました。 

観光振興については、「なかひまわりフェスティバル＊」や「八重桜まつり＊」など開催し、

交流人口＊の拡大に努めました。さらに、市自転車活用推進計画の策定やフィルムコミッショ

ン＊活動の強化などにも取り組み、新たな魅力づくりに努めました。 

 

６ 行財政改革の推進による自立したまちづくり 

行財政改革については、第４次市行財政改革大綱＊に基づき、37項目からなる行財政改革に

着手しました。行政評価システムについては、評価結果を公表し透明性を高めることに努め、

さらに行財政改革懇談会による外部評価を開始しました。 

財政運営については、経費の節減合理化と財源の効果的及び効率的な配分による予算編成に

取り組み、持続可能な財政運営を図りました。また、市税、各種使用料などの納付について、

利便性向上や機会の拡充を図るため、コンビニエンスストアでの納付やスマートフォンアプリ
＊を用いた納付を可能にしました。 

窓口サービスについては、利用者の利便性向上のため、申請書などの押印及び署名の見直し

を実施するとともに、キャッシュレス決済＊を導入しました。 

 

 

前期基本計画の総括 

これらの施策は、行政評価システムにより進捗管理を行い、毎年度、成果指標を基に施策評

価を実施しています。ここでは、その内容のうち、令和２年度時点での時系列比較（平成 28

年度と比較）の結果をまとめました。 

 

時系列比較評価（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体を見ると、「かなり向上した」と「どちらかと言えば向上した」の合計が 45％、「かな

り低下した」と「どちらかと言えば低下した」の合計が 29％であり、向上したという評価の

方が大きい割合となっています。 

かなり向上した

6%

どちらかと言えば

向上した 39%

横ばい 26%

どちらかと言えば

低下した 23%

かなり低下した

6%
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時系列比較評価（施策分野別） 

 

 

施策分野ごとにみると、時系列比較で向上した割合が高いのは、「２安全で快適に暮らせ

るまちづくり」と「６行財政改革の推進による自立したまちづくり」となっています。「２

安全で快適に暮らせるまちづくり」で向上したと評価した施策は、防災や防犯、交通安全、

環境保全、生活排水処理などの分野です。これらは、普段はあまり意識されないものの、私

たちの生活に不可欠な生活環境を提供している施策が集まっています。また、「６行財政改

革の推進による自立したまちづくり」については、行財政運営や窓口サービスなどの施策が

含まれています。 

逆に「かなり低下した」と評価された施策は、基本的には、新型コロナウイルス感染症の

影響を受けた施策であり、利用者数などが減少したため、評価が低くなっています。他方で、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた施策を除くと、向上したという評価の施策が多数

を占めています。社会環境の変化に伴う施策への影響を適切に評価しながら、引き続き、そ

れぞれの施策に取り組むことが求められています。 

 

11.1%

33.3%

かなり向上した

50.0%

55.6%

33.3%

100%

どちらかと言えば

向上した

25.0%

33.3%

16.7%

50.0%

横ばい

25.0%

33.3%

50.0%

33.3%

どちらかと言えば

低下した

16.7%

33.3%

かなり低下した

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１ みんなで進める

住みよいまちづくり…

２ 安全で快適に

暮らせるまちづくり…

３ やさしさにあふれ

生きがいの持てるまちづくり…

４ 未来を担う人と

文化を育むまちづくり…

５ 活力あふれる交流と

賑わいのまちづくり…

６ 行財政改革の推進による

自立したまちづくり…

凡例

１ みんなで進める 

住みよいまちづくり 

２ 安全で快適に 

暮らせるまちづくり 

３ やさしさにあふれ生きがいの 

持てるまちづくり 

４ 未来を担う人と 

文化を育むまちづくり 

５ 活力あふれる交流と 

賑わいのまちづくり 

６ 行財政改革の推進による 

自立したまちづくり 
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５ 自治体に求められる視点 

私たちの住む社会は、社会経済情勢の変化や自然環境の変化などにより、様々な課題に直

面しています。それぞれの自治体において、次のような視点を踏まえた計画策定が求められ

ています。 

（１）少子高齢化に伴う社会経済の変化への対応 

 全国的に少子高齢化が進む中、国の地方創生＊の取組によって、各自治体はそれぞれの地

域での人口減少の克服と地域の活性化に取り組んできました。この課題は、引き続き最重要

課題の一つであり、今後も積極的に取り組むことが求められています。 

（２）新型コロナウイルス感染症との共存を前提とした行政サービスの在り方の構築 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、社会に多くの混乱をもたらしました。今後は、

新型コロナウイルス感染症との共存を前提としながら、感染症対策を徹底した行政サービス

の構築に努め、社会経済活動を維持していくことが求められています。 

（３）高度情報化社会の進展に伴い提唱されているＳｏｃｉｅｔｙ５．０やデジタルトランス

フォーメーションへの取組 

高度情報化社会の進展に伴い、少子高齢化や過疎化といった社会課題を解決する手段とし

て、あるいは新しい産業の育成や業務の効率化などを推進するため、国が提唱するＳｏｃｉ

ｅｔｙ５．０＊やデジタルトランスフォーメーション＊（以下「ＤＸ」という。）の取組を推

進していくことが求められています。 

（４）地球規模での環境の変化に伴い、今後も増加や激甚化が懸念される自然災害への継続的

な対策の見直し 

世界各地でこれまでにない自然災害が増加し、国内においても自然災害が増加し激甚化す

る傾向にあります。新しい被害想定に対応した防災や減災の取組に努め、継続的に対策を見

直していくことが求められています。 

（５）地球環境問題としてのカーボンニュートラルへの取組 

地球温暖化の傾向を踏まえ、温室効果ガス＊の排出抑制が世界的に求められています。国

は 2050年カーボンニュートラル＊宣言において、2050 年までの脱炭素＊社会の実現を目指し

ており、それぞれの自治体においてもカーボンニュートラルへの取組が求められています。 

（６）「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）の推進 

ＳＤＧｓの掲げる目標は、全世界の国や団体、個人が共に目指すべきものとして掲げられ

ています。各自治体においても、ＳＤＧｓの理念と目標を共有し、誰一人取り残さない社会

の実現に取り組むことが求められています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 後期基本計画  
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序章 計画の策定に当たって 

１ まちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

第２次那珂市総合計画で掲げている将来像の中にもある「住みよい」という本市の強みに加

え、目まぐるしく変化する社会情勢の中でも、将来にわたって「いぃ具合に田舎なこの場所で

のびのびと暮らし、いぃ時間を過ごしながら」一人ひとりがそれぞれの幸せを感じて未来への

希望を持てるまちとして発展するため、本市が持つ可能性を活かし、市民がにぎわい、活力で

あふれる市を目指します。 

 

 

  

 

住みよさプラス活力あふれるまち 
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２ 将来人口推計 

 

 本市の人口は、平成 12 年の 55,069 人をピークに減少傾向にあり、令和２年 10 月１日現

在では 53,502 人となっており、一方で世帯数は増加し続けています。 

 前期基本計画の策定時（平成 30 年３月）には、目標年度である令和９年の人口を 51,100

人と推計していましたが、後期基本計画の策定に当たり、改めて令和２年の最新の実績値を

反映した将来人口を推計したところ、令和９年には約 52,000 人になると見込んでおり、人

口減少は、想定より緩やかに進んでいます。 

 一方、年齢を３区分で見ると、少子高齢化が更に進行していくことが予想されます。総合

戦略によって、人口減少の抑制に取り組んでいるところではありますが、引き続きこれらの

取組について注力していくことが求められています。 

 

 

  

資料 国勢調査 
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将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成 29 年と令和４年は茨城県による常住人口（10 月 1 日）の値、令和２年は国勢調査の値。 
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那珂ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画 

３ 計画策定の考え方 

 

 基本構想の理念や、前期基本計画における取組の成果、自治体に求められている視点を踏

まえた上で、次の５つの考え方を取り込み、後期基本計画を策定します。 

 

（１）那珂ビジョンの後期基本計画への一体化 

（２）総合戦略など各種個別計画との調和 

（３）ＳＤＧｓの推進 

（４）ＤＸの推進 

（５）地域活性化につながる土地利用 

 

 

 

後期基本計画のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

基本構想 

総 合 計 画 

総合戦略など 

各種個別計画 
調和 

１ みんなで進める住みよいまちづくり 

２ 安全で快適に暮らせるまちづくり 

３ やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくり 

４ 未来を担う人と文化を育むまちづくり 

５ 活力あふれる交流と賑わいのまちづくり 

６ 行財政改革の推進による自立したまちづくり 

基本計画 

那珂ビジョン 一体化 

ＤＸの推進 

ＳＤＧｓの推進 

地域活性化に 

つながる土地利用 
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 （１）那珂ビジョンの後期基本計画への一体化 

 那珂ビジョン＊では、「活力ある担い手の『育成』」「住みよさを支える活力への『支援』」

「活力ある未来への『投資』」という３つの方針を柱として、人材や団体の育成及び支援、

インフラ＊の整備などに取り組んできました。 

那珂ビジョンの取組は、事業ベースで見ると、令和３年度末において 73 の事業から構成

されます。この 73 の事業について、「継続」「拡充」「終了」「新規」に分類し、現時点での

今後の在り方について評価しました。今後も「継続」していく事業は 58、「拡充」していく

事業は３、「新規」事業が２となっており、「終了」した事業は 10となっています。 

後期基本計画では、行政運営の効率化の観点から、この那珂ビジョンの「継続」「拡充」「新

規」の合計 63事業を基本計画に統合し、一体的に実施していくこととします。 

  

 

那珂ビジョンの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

活力ある担い手の 

Ⅰ「育成」 

住みよさを支える活力への 

Ⅱ「支援」 

活力ある未来への 

Ⅲ「投資」 

（１）自治活動への参加意識の形成 
（２）新たな人材の発掘と育成 
（３）市民に元気を与える那珂市役所 

（１）活力ある学びと文化への支援 
（２）安全・快適なまちづくり活動への支援 
（３）子育て・生きがいづくり活動への支援 

（１）那珂市の地の利を活かした取組への投資 
（２）産業・生活基盤の整備 
（３）公共施設の適正化 
 

可能性への挑戦－那珂ビジョン－（那珂ビジョン）は、自発的に活動す

る個人や団体、事業者と力を合わせ、将来の夢と未来を描き、活力あふれ

る市を創造することを目指すため、特に取り組むべき施策の方向性をまと

め、令和元年５月に策定した計画です。 

那珂ビジョンとは 
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 （２）総合戦略など各種個別計画との調和 

 市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）は、人口減少の抑制と

地域の活性化を主な目的とした計画です。また、そのほかにも各分野において個別計画を策

定しており、これらの計画との整合を保ちながら、効率的な運用を図ります。 

 

 

 

総合戦略の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の個別計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ここで働きたい」いぃ那珂プロジェクト 

戦略２ 那珂市への人口還流戦略 

戦略３ 結婚・出産・子育て応援戦略 

戦略１ 安定した雇用の創出戦略 「農業で稼ぐ」いぃ那珂プロジェクト 

「来て見て感じて」いぃ那珂暮らしプロジェクト 

みんなの笑顔を育てようプロジェクト 

戦略４ 時代にあった地域の創造戦略 「住まい☆すまいる」いぃ那珂づくりプロジェクト 

●那珂市男女共同参画プラン 

●那珂市地域防災計画 

●那珂市環境基本計画 

●那珂市都市計画マスタープラン 

●那珂市子ども・子育て支援事業計画 

●那珂市高齢者保健福祉計画 

●那珂市障がい者プラン 

●那珂市地域福祉計画 

●那珂市国民健康保険データヘルス計画 

●那珂市健康増進計画 

●那珂市公共施設等マネジメント計画 

など 
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 （３）ＳＤＧｓの推進 

 ＳＤＧｓとは、「持続可能な開発目標」を意味し、平成 27年９月の国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」で掲げられた、令和 12年までの国際社会

全体の目標です。17 のゴールと 169 のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない」社

会の実現を目指し、関わりのある全ての人が、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合

的に取り組むことが求められています。 

 本市においても、持続可能なまちづくりに向けて、このＳＤＧｓの理念を踏まえた上で各

施策に反映させ、一人ひとりの幸せの形が多様化する中、それぞれの感じる幸せ（ウェルビ

ーイング＊）の実現に向けて、各施策を進めます。 

次の表は、本市の取組がどのようにＳＤＧｓと関係しているのかを具体的にイメージする

ため、ＳＤＧｓの各ゴールに対応する本市の主な取組を、１つ取り上げてまとめています。

実際には 1 つのゴールに対し多数の取組・事業が関係し、同時に 1つの取組・事業が複数の

ゴールに関係しています。 

 

ＳＤＧｓと関連する本市の主な取組 

 

１ あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わ

らせる 

【自治体の役割】 

 自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を特定

し、支援する上で最も適したポジションにいます。

全ての市民に必要最低限の暮らしが確保されるよ

う、きめ細やかな支援策が求められます。 

【本市の主な取組】 

生活援護の充実 

《該当する事業例》 

生活困窮者自立支援事業 

 生活保護に至る前の生活困窮者に対し、

自立に向けた支援計画を作成するとともに、

住居確保給付金の支給や就労支援の実施な

ど、本人の状況に応じた包括的及び継続的支

援を行います。 

 

２ 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養

改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

【自治体の役割】 

 自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用し

て農業や畜産などの食料生産の支援を行うことが

可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不

可欠です。公的・私的な土地で農業を含む食料生

産活動を推進し安全な食料確保に貢献することも

できます。 

【本市の主な取組】 

農業の収益力向上 

《該当する事業例》 

アグリビジネス戦略推進事業 

農畜産業者で組織するアグリビジネス＊ネ

ットワーク組織への支援を通して、農業の収

益力向上と地域農業の活性化を図ります。 

 

３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な

生活を確保し、福祉を促進する 

【自治体の役割】 

 市民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹

です。国民皆保険制度の運営も市民の健康維持に

貢献しています。都市環境を良好に保つことによ

って市民の健康状態を維持・改善可能であるとい

う研究成果も得られています。 

【本市の主な取組】 

地域包括ケアシステムの充実 

《該当する事業例》 

生活支援体制整備事業 

 地域の実情に応じて、市民などの多様な主

体が参画し、多様なサービスを充実すること

で、地域の支え合い体制づくりを推進し、要

支援者などの方に対する効果的かつ効率的

な支援などを可能とすることを目指します。 
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４ すべての人に包摂的かつ公正な質の高い

教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

【自治体の役割】 

 教育の中でも特に義務教育などの初等教育にお

いては自治体が果たすべき役割は非常に大きいと

いえます。地域住民の知的レベルを引き上げるた

めにも、学校教育と社会教育の両面における自治

体行政の取組は重要です。 

【本市の主な取組】 

学習指導体制の充実 

《該当する事業例》 

学習指導員等配置事業 

確かな学力を培うため、児童生徒一人ひと

りの能力及び適性に応じたきめ細かく効果

的な指導及び援助を行います。 

 

５ ジェンダー平等を達成し、すべての女性

及び女児の能力強化を行う 

【自治体の役割】 

 自治体による女性や子どもなどの弱者の人権を

守る取組は大変重要です。また、自治体行政や社

会システムにジェンダー＊平等を反映させるため

に行政職員や審議会委員などにおける女性の役割

を増やすのも重要な取組といえます。 

【本市の主な取組】 

男女共同参画の推進 

《該当する事業例》 

男女共同参画推進事業 

 男女が社会の対等な構成員として、自らの

意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保されるように、意

識啓発に努めます。 

 

 

６ すべての人々の水と衛生の利用可能性と

持続可能な管理を確保する 

【自治体の役割】 

 安全で清潔な水へのアクセスは市民の日常生活

を支える基盤です。水道事業は自治体の行政サー

ビスとして提供されることが多く、水源地の環境

保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大

事な責務です。 

【本市の主な取組】 

水道水の安定供給 

《該当する事業例》 

浄水関連施設管理事業 

浄水施設や配水管を適正に維持管理し、水

質の変化に適応した浄水施設の構築を行い、

水質の向上に努めます。 

 

７ すべての人々の、安価かつ信頼できる持

続可能な近代的エネルギーへのアクセスを

確保する 

【自治体の役割】 

 公共建築物に対して率先して省／再エネを推進

したり、市民が省／再エネ対策を推進したりする

際に補助を出すなど、安価かつ効率的で信頼性の

高い持続可能なエネルギー源へのアクセスを増や

すことも自治体の大きな役割といえます。 

【本市の主な取組】 

地球温暖化対策と脱炭素社会づくり 

《該当する事業例》 

環境活動啓発事業 

 市民及び事業者に対し脱炭素＊と節電・省

エネルギー化の関係性についての啓発活動

を行い、環境に配慮したライフスタイルへの

転換を提案し、温室効果ガス＊の排出抑制を

推進します。 

 

８ 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべ

ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きが

いのある人間らしい雇用（ディーセント・

ワーク）を促進する 

【自治体の役割】 

 自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済

の活性化や雇用の創出に直接的に関与することが

できます。また、勤務環境の改善や社会サービス

の制度整備を通して労働者の待遇を改善すること

も可能な立場にあります。 

【本市の主な取組】 

商業の振興 

《該当する事業例》 

いい那珂オフィス創業支援事業 

サテライトオフィス＊誘致に向けた取組を

推進し、「雇用促進」「若者移住」「地場産業

の活性化」など、「企業」と「ひと」、「地域」

の様々な結びつきを促進します。 
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９ 強靭（レジリエント）なインフラ構築、

包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイ

ノベーションの推進を図る 

【自治体の役割】 

 自治体は地域のインフラ＊整備に対して極めて

大きな役割を有しています。地域経済の活性化戦

略の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで

新たな産業やイノベーション＊を創出することに

も貢献することができます。 

【本市の主な取組】 

生活道路の整備 

《該当する事業例》道路改良舗装事業 

通学路などを中心に、障がい者を含む全て

の歩行者に配慮した道路づくりを推進しま

す。 

 

 

10 国内及び各国家間の不平等を是正する 

【自治体の役割】 

 差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主

導的な役割を担うことができます。少数意見を吸

い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを

行うことが求められています。 

【本市の主な取組】 

人権尊重の推進 

《該当する事業例》人権啓発事務 

 人権を尊重し、多様性を認め合う社会をつ

くるため、様々な機会を捉えて人権教育や啓

発活動を実施し、市民の人権尊重の理念の普

及や人権意識の向上を図ります。 

 

11 包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）

で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

【自治体の役割】 

 包括的で、安全な強靭で持続可能なまちづくり

を進めることは首長や自治体行政職員にとって究

極的な目標であり、存在理由そのものです。都市

化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割

はますます大きくなっています。 

【本市の主な取組】 

公共交通の維持及び確保 

《該当する事業例》 

デマンド交通運行事業 

買い物や通院など日常生活の利便性向上

につながる移動手段を市内全域で確保する

ためデマンドタクシー＊を運行します。 

 

12 持続可能な消費生産形態を確保する 

【自治体の役割】 

 環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消

費は非常に重要なテーマです。これを推進するた

めには市民一人ひとりの意識や行動を見直す必要

があります。省エネや３Ｒ＊の徹底、市民対象の環

境教育などを行うことでこの流れを加速させるこ

とが可能です。 

【本市の主な取組】 

廃棄物の抑制とリサイクルの推進 

《該当する事業例》ごみ啓発等推進事業 

ごみの減量に関する情報提供や意識啓発

などにより、可燃ごみの排出量削減と分別収

集の徹底を図ります。 

 

13 気候変動及びその影響を軽減するための

緊急対策を講じる 

【自治体の役割】 

 気候変動問題は年々深刻化し、すでに多くの形

でその影響は顕在化しています。従来の温室効果

ガス＊削減といった緩和策だけでなく、気候変動に

備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うこと

が求められています。 

【本市の主な取組】 

防災・減災対策の強化 

《該当する事業例》防災訓練実施事業 

市民が災害時に迅速かつ的確な行動がと

れるように、市地域防災計画に基づき、災害

時の状況を想定した防災訓練を定期的、継続

的に実施します。 
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14 持続可能な開発のために、海洋・海洋資源

を保全し、持続可能な形で利用する 

【自治体の役割】 

 海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因して

いるといわれています。まちの中で発生した汚染

が河川などを通して海洋に流れ出ることがないよ

うに、臨海都市だけでなく全ての自治体で汚染対

策を講じることが重要です。 

【本市の主な取組】 

公害の防止 

《該当する事業例》環境保全対策事業 

公害などの発生を抑制するために、市民や

事業所に対して公害に対する認識や正しい

理解について啓発活動を行うとともに、関係

機関と連携した監視や指導体制の強化を図

ります。 

 

15 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利

用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化

への対処並びに土地の劣化の阻止・回復及

び生物多様性の損失を阻止する 

【自治体の役割】 

 自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係

があり、自治体が大きな役割を有するといえます。

自然資産を広域に保護するためには、自治体単独

で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、そ

の他関係者との連携が不可欠です。 

【本市の主な取組】 

不法投棄の防止 

《該当する事業例》 

不法投棄廃棄物撤去事業 

不法投棄されたごみを早期に除去するこ

とで、新たな不法投棄を防止するとともに、

不法投棄防止看板の設置により未然防止に

努めます。 

 

 

16 持続可能な開発のための平和で包摂的な

社会を促進し、すべての人々に司法へのア

クセスを提供し、あらゆるレベルにおいて

効果的で説明責任のある包摂的な制度を構

築する 

【自治体の役割】 

 平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな

責務を負っています。地域内の多くの市民の参画

を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を

減らすのも自治体の役割といえます。 

【本市の主な取組】 

市民との協働体制の推進 

《該当する事業例》 

協働のまちづくり推進事業 

協働のまちづくりの理念が広く市民に理

解され、浸透するように、啓発活動を行うと

ともに職員に対しても研修の実施などによ

り、理念の周知徹底を図ります。また、市民

の市政への参画を促進し、広く人材を求める

ため、各種審議会などの委員を公募します。 

 

17 持続可能な開発のための実施手段を強化

し、グローバル・パートナーシップを活性

化する 

【自治体の役割】 

 自治体は公的／民間セクター＊、市民、ＮＧＯ／

ＮＰＯなど多くの関係者を結びつけ、パートナー

シップ＊の推進を担う中核的な存在になり得ます。

持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の

協力関係を築くことは極めて重要です。 

【本市の主な取組】 

地方分権化への対応 

《該当する事業例》 

いい那珂パートナー連携事業 

産学官連携の内容を充実して、まちづくり

や地域振興に有効な施策及び事業の企画立

案に活用します。 
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 （４）ＤＸの推進 

 新型コロナウイルス感染症の影響により人々の行動様式が非接触・非対面に変化した中で、

改めて、地方行政を含む社会全体のデジタル化＊が強く求められています。また、国では、

様々なデジタル技術を活用することで、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させ

るＤＸを推進し、令和３年９月にデジタル庁が創設されました。 

さらに、デジタル化によって各地方の様々な社会課題を解決しながら地域の魅力を向上さ

せる取組として、国はデジタル田園都市国家構想＊を示しており、その実現に向けては、地

方自治体のＤＸの推進が必要となります。 

 本市においても、様々な社会情勢の変化に応えるため、デジタル技術を活用することで効

率的な行政運営を行い、行政サービスにおける市民の利便性を高めるとともに、地域社会の

デジタル化を進めます。 

その際、ＩＣＴ＊に不慣れな市民などが取り残されないようデジタルデバイド＊対策に取り

組み、誰もがデジタル技術の恩恵を受けられるよう努めます。 

 

DX及びデジタル田園都市国家構想の目指すイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 

＊ 
＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 



23 

 （５）地域活性化につながる土地利用 

 国道 118 号の４車線化や茨城県植物園のリニューアル計画、茨城北部幹線道路及び水戸外

環状道路の整備などを地域活性化の契機と捉えるとともに、『那珂インターチェンジ周辺地

域の「まちづくりの方針」』を踏まえ、複合型交流拠点施設「道の駅」の整備を契機として、

長期的な視点に基づいた土地利用の在り方や民間活力の活用などを検討し、段階的に整備し

ていくことを目指します。 

 

  



カーボンニュートラル
への取組

社会情勢の変化などから
求められる対応
●少子高齢化への対応
●新型コロナウイルス感染症への対応
●自然災害への備え

ＤＸで便利なまちへ

デジタル技術を活用し、行政サービスにおけ
る市民の利便性向上を図ります。

もっと
子育てしやすいまちへ
妊娠期から子育て期にわたり、

切れ目のない支援により、子育て世代が安心
して子どもを産み育てられるまちづくりを推
進します。

もっと
住みやすいまちへ
誰もが住みよさを実感し、住み続けたいと思
えるよう、快適で魅力的な生活環境の形成を
目指すとともに、移住・定住の促進に取り組
みます。

みんなで一緒に
つくるまちへ
市民一人ひとりがまちづくりの主体となるべ
く、協働のまちづくりの意識の醸成を図ると
とともに、まちづくりを担う人材の育成に取
り組みます。



ＤＸの
推進

ＳＤＧｓ
の推進

地域活性化につながる土地利用
民間活力の活用などを検討し、地域活性化に
つながる土地利用を目指します。

新しい交流の場
那珂西リバーサイドパークや四中学区コミュ
ニティセンターを地域の新たな交流の場とし
て活用します。

道の駅の整備

「ヒト・モノ・コト」とつながる
道の駅の整備を推進します。

未来へつなげる農業
農業の収益力向上への取組や担い手の育成支
援を通して、未来へつなぐ農業を目指します。

みんなで
ＳＤＧｓ

「誰一人取り残さな
い」社会の実現を目指し、

ＳＤＧｓの理念を踏まえた上
で、ウェルビーイングに向けて

各施策を進めます。

次世代を担う子どもたちへの教育
外国語教育、ＩＣＴ教育など次世代を生きる
子どもたちが必要な力を身に付け
られるような教育を推進します。

広げるカーボンニュートラル
ゼロカーボンシティ宣言による
二酸化炭素排出量の実質ゼロを
目指しています。
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４ 施策の体系 

 後期基本計画は、次の６つの施策の大綱と 31の施策で推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域コミュニティの充実を図る 

２ 誰もが住み続けたいと思えるまちづくりを推進する 

３ 市民との協働によるまちづくりを推進する 

４ 互いに尊重し合う社会の形成を図る 

みんなで進める 

住みよいまちづくり １ 

安全で快適に 

暮らせる 

まちづくり 

２ 

やさしさにあふれ 

生きがいの持てる 

まちづくり 

３ 

１ 安心して子どもを産み育てられる環境を整える 

２ 高齢者がいきいきと暮らせる環境を整える 

３ 障がい者が地域社会で安心して暮らせる環境を整える 

４ 家庭や地域で支え合う福祉環境を整える 

５ 適切な医療が受けられる環境の充実を図る 

６ 健康で生きがいを持って暮らせる保健体制の充実を図る 

１ 災害に強いまちをつくる 

２ 犯罪を防ぐまちをつくる 

３ 交通安全を推進する 

４ 健康で快適に過ごせる生活環境の保全を図る 

５ 地球にやさしい持続可能な社会への転換を図る 

６ 利便性の高い交通基盤を整える 

７ 自然環境と調和した魅力的な都市づくりを推進する 

８ 安定的に水道水を供給する 

９ 効率的に生活排水を処理する 

施策の大綱 施策 
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未来を担う 

人と文化を育む 

まちづくり 
４ 

活力あふれる 

交流と賑わいの 

まちづくり 
５ 

行財政改革の 

推進による自立した 

まちづくり 
６ 

１ 活力ある農業の振興を図る 

２ 地域に活力をもたらす商工業の振興を図る 

３ 地域資源を活かした観光の振興を図る 

１ 効果的・効率的な行政運営を推進する 

２ 健全な財政運営を図る 

３ 多様な行政サービスを提供する 

１ 豊かな心を育む学校教育の充実を図る 

２ 未来を担う青少年の健全育成を図る 

３ 生涯にわたり学ぶことができる環境を整える 

４ スポーツを身近に感じ親しめる環境を整える 

５ 歴史資産と伝統文化を保存・継承し活用を図る 

６ 多様な文化と交流する機会の充実を図る 

施策の大綱 施策 
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５ 後期基本計画各施策の構成と見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状： 

施策に関連

する現在の

状況につい

て記載して

います。 

課題： 

施策を実施

していく際

の課題につ

いて記載し

ています。 

前期基本計

画の取組： 

前期基本計

画期間中に

実施した取

組を記載し

ています。 

章：施策の大綱を表しています。 

施策：施策名を記載しています。 

関連するＳＤＧｓのゴール： 

この施策に関連するＳＤＧｓ

のゴールを記載しています。 
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グラフ： 

施策のこれまで

の状況を数値で

表現するため、

一部の指標を提

示しています 

施策の目的： 

施策の対象と意

図を記載してい

ます。 

成果指標： 

この施策の目標

を数値で示して

います。 

方針： 

基本事業の方針を示しています。 

なお、那珂ビジョンの方針と重なるものは、先頭の●●●

の色で、那珂ビジョンのどの基本方針に該当するのかを示

しています。 

那珂ビジョン（育成） 那珂ビジョン（支援） 那珂ビジョン（投資） 

主な現事務事業： 

方針に対応し、

計画策定時に実

施している現在

の事業のみを記

載しています。 

なお、那珂ビジ

ョンの該当事業

である場合は、

それぞれの那珂

ビジョンのどの

基本方針である

かを以下の表記

で示 していま

す。  

那珂ビジョン（育成） 

那珂ビジョン（支援） 

那珂ビジョン（投資） 
関連する市の計画： 

関係する市の個別計画を記載しています。 
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第 1章 みんなで進める住みよいまちづくり 
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第１章 みんなで進める住みよいまちづくり 

施策１ 地域コミュニティの充実を図る 

 

  

 

●地域コミュニティの中心となる自治会や地区まちづくり委員会との協働によるまちづくりを推

進しました。 

●市民が地域活動に参加するきっかけをつくるため、各地区において「協まち・カフェ＊」を開催

しました。 

●自治会活動の必要性を理解してもらうため、市民自治組織に関する情報を広く市民に発信しまし

た。 

●市民の地域における連帯意識の高揚と自治活動の振興を図るため、自治会などが自治活動施設の

建設、整備、補修などを実施する際に支援しました。 

●地域の発展や課題解決に取り組む自治会及び地区まちづくり委員会の活動を支援しました。 

●自治活動の拠点である地区交流センターなどを維持及び管理し、協働のまちづくりを推進しまし

た。 

●宝くじ社会貢献広報事業を活用し、コミュニティ活動に必要な備品などの整備の助成を行い、コ

ミュニティ活動の強化及び充実を図りました。 

 

 

 

●市内には、68の自治会と８の地区まちづくり委員会があり、それぞれの地域において環境美

化活動や防犯・防災活動、親睦交流活動などが行われています。 

●市内８地区は、それぞれ環境や居住人口が異なっているため、各地区の自治会加入率には差

異がありますが、全体的な傾向としては年々減少傾向となっており、令和３年度の加入率は

66.6％となっています。 

●自治会加入率が減少している要因としては、若者や単身者、定住性の低い集合住宅の居住者

などの未加入者の増加、退会する高齢者の増加などが挙げられます。 

●定年退職年齢の引き上げなどの社会情勢の変化により、自治会役員の担い手となる人材が不

足しています。 

 

 

 

●自治活動の必要性を市民に理解してもらうため、市民自治組織に関する情報を、更に広く市

民に発信する必要があります。 

●市民自治組織と連携・協力しながら、転入者などに対する自治会への加入促進と、既存会員

の退会抑制に努め、さらには自治会役員の担い手の育成を支援する必要があります。 

  

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

自治会加入率 66.6％ 72.0％ 75.2％ 

 

 

                                              

基本事業１ 自治活動への参加意識の形成 

■方針 

●まちづくり活動に取り組んでいる団体などの活動を広く市

民にＰＲし、市民のまちづくりに対する理解を深め、まち

づくり活動への参加意識を醸成します。 

●市民自治組織と連携した取組により、自治会への加入促進

や退会抑制に努めます。 

■主な現事務事業 

那珂ビジョン（育成） 

・まちづくり活動参加促進事

業 

基本事業２ 自治活動への支援と連携 

■方針 

●地域コミュニティの充実を図るため、市民自治組織の活動

を支援します。 

●自治会におけるＩＣＴ＊の活用推進など、時代の変化に対応

した自治会運営を支援します。 

■主な現事務事業 

・市民自治組織支援事業 

・自治活動施設建設費等補助

事業 

那珂ビジョン（支援） 

・コミュニティ助成事業 

 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

市民（市民、市民自治組織） 

地域の課題解決に取り組む 

自治会加入率 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

関連する 

市の計画 
市協働のまちづくり指針（平成 21年策定） 

71.0 70.2 69.5 68.0 66.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

(%)
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第１章 みんなで進める住みよいまちづくり 

施策２ 誰もが住み続けたいと思えるまちづくりを推進する 

 

  

 

●令和２年５月に第２期総合戦略を策定しました。 

●令和３年４月に移住の総合相談窓口「いぃ那珂ＩＪＵ－Ｌａｂｏ」を開設しました。 

●令和２年度から、地域課題の解決のため地域おこし協力隊＊として三大都市圏などの住民を受け

入れ、地域の活性化に資する活動を行いました。 

●市内にある空き家の実態調査及び所有者に対する意向調査を実施するとともに、空き家について

総合的に相談できる窓口を設置しました。 

●平成 31年４月からシティプロモーション＊推進室を設置し、本市の魅力である「住みよさ」を市

内外にアピールするための市シティプロモーション指針を令和２年３月に改定しました。また、

この指針の改定に合わせ、市内外に対する情報発信を更に強化し、人口還流に確実につなげてい

くため、市シティプロモーション行動計画を改定しました。 

 

 

●平成 22年から令和元年までの社会動態＊は、年平均で約 50人の増加となっていますが、令和

２年国勢調査人口は 53,502人となり、前回の平成 27年調査と比べて 774人減少しています。 

●総合戦略に基づき、移住交流体験や企業取材インターンシップ＊、移住セミナーでの出展な

ど移住・定住に向けた支援を行っています。 

●いばらき出会いサポートセンターの運営や利用登録を支援し、結婚相談や希望する相手との

マッチングの機会を提供しています。 

●地域おこし協力隊は令和４年４月時点で３人委嘱しており、隊員それぞれが地域課題の解決

に向けた活動などを行っています。 

●空き家実態調査及び意向調査の結果、令和３年度末において、市内に 638 件の空き家が確認

されています。 

●空き家バンク＊の実績（累計）は、令和３年度末で物件登録４件、成約３件となっています。 

●市シティプロモーション指針に基づき、本市の魅力である「住みよさ」を「いぃ那珂暮らし」

のキャッチコピーと共に市内外にアピールしています。 

●これまでの広報紙やホームページのほか、デジタルデバイス＊利用者増を踏まえフェイスブ

ック＊、ツイッター＊、特にライン＊や若者に浸透しているインスタグラム＊などのＳＮＳ＊を

幅広く活用して市の魅力や情報を発信しています。 

●市内外の会員による「いぃ那珂暮らし応援団＊」の活動を通して、市の魅力や良いところを

ウェブマガジン＊やＳＮＳ、メールマガジン＊を活用して情報発信をしています。 

●令和４年４月現在、16人の那珂ふるさと大使が、それぞれの仕事や活動の中で、名刺の配布

やリーフレットの備え置き、ノベルティグッズ＊の配布などを行い、市の魅力を全国各地に

広めています。 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●本市の「住みよさ」を市内外に広めて、市の認知度の向上や交流人口＊の拡大を図り、さら

には移住・定住につなげていくことが必要です。 

●移住の総合相談窓口である「いぃ那珂ＩＪＵ－Ｌａｂｏ」の更なる活用を図るため、ターゲ

ット層に合わせた相談体制の構築や情報発信が必要です。 

●首都圏在住者に対して、イベントや体験プログラムを企画するなど、ＵＩＪターン＊による

移住者を増やすほか、地元の高校や大学と連携し、インターンシップ＊などマッチング機会

の提供により移住・定住につながる地域の魅力を伝えていくことが必要です。 

●本市の地理的優位性を活かし、首都圏での仕事を地方で続けることができるテレワーク＊の

推進やサテライトオフィス＊の導入を推進することが必要です。 

●地域おこし協力隊＊の活動に対する効果検証が必要です。 

●空き家意向調査の結果、未相続の問題のほか、所有していても最低限の管理をするだけで利

活用や売却などの行動にまで踏み込めない傾向がみられます。 

●那珂ふるさと大使の認知度を向上させるとともに、市の魅力を広める大使の活動を増やす必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 

住みやすいと思うと答えた市民の割合 

社会動態による人口増加数（当該年以前５か年の平均） 
（当該年以前５か年の平均） 

83.6 88.8 86.7 88.7 87.8

0
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80

100

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

(%)
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 現状値 中間目標値 目標値 

住みやすいと思うと答えた市

民の割合 

87.8％ 

（令和３年度） 

90.0％ 

（令和７年度） 

91.0％ 

（令和９年度） 

社会動態による人口増加数 

（当該年以前５か年の平均） 

81人 

（令和３年） 

105 人 

（令和７年） 

117 人 

（令和９年） 

空き家に入居した件数（累計） ３件 

（令和３年度） 

11 件 

（令和７年度） 

15件 

（令和９年度） 

 

 

 

                                           

基本事業１ 移住・定住の促進 

■方針 

●移住の総合相談窓口である「いぃ那珂ＩＪＵ－Ｌａｂｏ」

でのきめ細やかな相談体制により、ＵＩＪターン＊や二地域

居住を推進します。 

●首都圏在住者に対して、イベントや体験プログラムを企画

し、ＵＩＪターンによる移住者の増加を図ります。 

●地元の高校や大学と連携し、インターンシップ＊などマッチ

ング機会を提供し、定住してもらえるよう取り組みます。 

●本市の地理的優位性を活かし、首都圏での仕事を地方で続け

ることができるテレワーク＊の推進やサテライトオフィス＊

の導入を推進します。 

●結婚や子育てに対する意識の向上を図るためのライフデザ

イン教育＊を推進します。 

●「地域おこし協力隊＊」など国の制度を活用し、首都圏から

の人の流れを促進します。 

●空き家バンク＊制度の運営や相談会の実施などの支援を行

■主な現事務事業 

・いい那珂暮らし応援子育て

世帯住宅取得助成事業 

・ライフデザインサポート事

業 

那珂ビジョン（育成） 

・いい那珂暮らし促進事業 

・いい那珂協力隊推進事業 

那珂ビジョン（支援） 

・空き家等対策事業 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民、移住希望者 

住みよさを実感し、移住・定住が進む 
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い、空き家の利活用を促進することにより、交流人口＊の拡

大や移住・定住の促進を図ります。 

基本事業２ シティプロモーションの展開 

■方針 

●交流人口を拡大し、将来の移住・定住へとつなげていくた

め、ターゲットや発信内容を明確にした上で、「いぃ那珂暮

らし応援団＊」や「いぃ那珂宣伝部＊」、「地域おこし協力隊＊」

を活用した情報発信やフィルムコミッション＊活動により

シティプロモーション＊を積極的に推進します。 

●那珂ふるさと大使を支援するための情報や資料の提供を充

実させ、那珂ふるさと大使の活動の情報発信と各イベント

の出演依頼を積極的に行い認知度向上を図ります。 

■主な現事務事業 

・広報事業 

・那珂ふるさと大使設置事業 

那珂ビジョン（支援） 

・シティプロモーション推進

事業 

基本事業３ ＩＣＴの活用による地域の活性化 

■方針 

●買物支援や子育て支援、教育の充実などにＩＣＴ＊を活用

し、住みよさの向上と地域の活性化を図ります。 

●ＧＩＧＡスクール構想＊によって１人１台端末が整備され

たことにより、情報活用能力を育成し、次世代を生きる子

どもたちが必要な力を身につけられるような教育体制を図

ります。 

■主な現事務事業 

・いい那珂暮らし促進事業 

・学校教育情報化推進事業 

 

 

 

 

  

関連する 

市の計画 

市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年度～令和６年度） 

市シティプロモーション指針及び行動計画（令和２年度～令和６年度） 
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第１章 みんなで進める住みよいまちづくり 

施策３ 市民との協働によるまちづくりを推進する 

 

  

 

●市民、行政、市民自治組織、市民活動団体及び事業者がそれぞれの責任と役割を自覚しながら、

対等の関係で地域の課題解決に取り組む協働のまちづくりを推進しました。 

●市民一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識できるように、まちづくりリーダー養成講

座や協働のまちづくり推進フォーラム＊などを開催しました。 

●各種計画を策定する際に市民から委員を募集するなど、行政運営に市民が参画する機会の確保に

努めました。 

●市新採職員研修の際に「市民と協働のまちづくり」についての講義を行い、協働のまちづくりの

理念の周知徹底を図りました。 

●市民が安心して市民活動に参加できるように、市民活動中の事故やけがについて補償する市民活

動補償制度を実施しました。 

●市民活動団体の設立を支援するとともに、地域の発展や課題解決のために市民活動団体などが自

ら提案し、新たに取り組む活動を支援しました。 

●「広報なか」については、市民が求める行政情報などの的確な把握とユニバーサルデザイン＊を

導入した見やすく分かりやすい紙面作りに努めました。 

●市政に対する市民の理解を深めてもらうため、市民が希望するテーマについて市の職員を講師と

して派遣するまちづくり出前講座を実施しました。 

●市民団体などからの開催申込を受け、特定のテーマについて市長と意見交換を行う場を設ける

「市長と話そう輪い・和い座談会」を開催しました。 

●パブリック・コメント＊の実施や市民ボックス、市長への手紙、ホームページ問い合わせフォー

ムなどによる市民意見の把握に努めました。 

 

 

 

●市民活動団体数は、少子高齢化による活動休止などが原因で、登録を抹消する市民活動団体

も出てきており、減少傾向となっています。 

●市民アンケート＊によると、まちづくりに参加している市民の割合は、40％に満たない状況

が続いています。 

●協働のまちづくりの推進を図るため、自治会長研修会を実施しています。 

●協働のまちづくり推進委員会において、各市民活動団体の活動を活性化するための支援策を

検討しています。 

●菅谷地区の市民のまちづくり活動の拠点となる四中学区コミュニティセンターを整備して

います。 

●「広報なか」は月２回全ページフルカラーで発行し、ホームページやフェイスブック＊、ツ

イッター＊、メールマガジン＊及びライン＊においても随時情報を発信しています。 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●令和３年度の市民からの意見提案数は、市民ボックス 37件、市長への手紙 14件、窓口、電

話、メールなど 145 件、陳情又は要望が 23件となってます。 

 

 

 

●まちづくりに参加する市民の割合が低い状況が続いていることから、まちづくり活動の環境

を整備するために担い手を育成していく必要があります。 

●まちづくりに関する市民の学習機会の充実を図り、その周知方法を検討する必要があります。 

●市民自治組織や市民活動団体の活動について、更に広く市民に周知する方法を検討する必要

があります。 

●市民一人ひとりが、市が提案した情報を積極的かつ確実に取得すること、市の行事への参加

や施策へ提言することなど、市民が積極的に市政に関与することが重要であることを周知す

る必要があります。 

●必要な情報を市民へ適切に伝えるために、広報なかに加えて情報量や即時性を補完するホー

ムページやＳＮＳ＊などの利活用を促進する必要があります。年齢層などにより、情報が届

きやすい媒体が異なるため、媒体を上手く組合せをしていく工夫も必要です。 

●新型コロナウィルス感染症の状況やスマートフォンの普及をはじめとした社会情勢の変化

に対応し、より市民が意見を出しやすい手段を検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 課題 

まちづくり活動に参加している市民の割合  

市の行政情報を把握していると答えた市民の割合 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

まちづくり活動に参加してい

る市民の割合 
39.5％ 48.0％ 52.0％ 

市の行政情報を把握している

と答えた市民の割合 
91.6% 92.0% 92.0% 

 

 

 

 

                                           

基本事業１ 市民との協働体制の推進 

■方針 

●協働のまちづくりの理念が広く市民に理解され、浸透するよう

に、啓発活動を行うとともに、職員に対しても研修の実施など

により、理念の周知徹底を図ります。 

●協働のまちづくり推進フォーラム＊などを開催し、市民の協働

に対する意識を醸成します。 

●自治会長研修会を開催し、協働のまちづくりを推進します。 

●人材育成講座を開催し、地域を担う人材を育成します。 

●市民活動団体が市民福祉の向上と地域の活性化のために様々

な活動に取り組んでいることを広く市民にＰＲし、市民のまち

づくりへの参加を促します。 

●市民、市民自治組織、市民活動団体など、多様な主体が共に手

を携えながら行う協働事業を全庁的に推進します。 

●市民の市政への参画を促進し、広く人材を求めるため、各種審

議会などの委員を公募します。 

■主な現事務事業 

那珂ビジョン（育成） 

・協働のまちづくり推進事

業 

 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民（市民、市民自治組織、市民活動団体、事業所）、行政 

協働してまちづくりに取り組む 
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基本事業２ 市民活動への支援と連携 

■方針 

●コミュニティセンターや市民活動支援センターの利用環境を

整えるとともに、市民活動団体が行う自主的・自発的な活動を

支援します。 

●市民活動団体などを支援するための制度を検討し、充実を図り

ます。 

■主な現事務事業 

・市民活動支援センター運

営事業 

那珂ビジョン（支援） 

・市民活動支援事業 

那珂ビジョン（投資） 

・四中学区コミュニティセ

ンター整備事業 

基本事業３ 情報の発信と共有 

■方針 

●広報紙のほか、ホームページやＳＮＳ＊を活用して、行政情報

を広く市民に提供するとともに、便利で分かりやすい情報を発

信して市政に対する市民の関心を高めます。 

●市政に対する市民の理解を深めるため、まちづくり出前講座の

周知と内容の充実を図ります。 

■主な現事務事業 

・広報事業  

・出前講座開催事業 

基本事業４ 広聴機能の充実 

■方針 

●「市長と話そう輪い・和い座談会」については、市民団体など

との意見交換がより充実した内容となるよう、開催方法の工夫

に努めます。 

●ホームページでの意見提出とともに、インターネットを利用し

ない方でも意見を出しやすい手段（市民ボックス、市長への手

紙など）について更なる周知を行うなど、意見提出手段の充実

を図ります。 

●市民の意見を市の計画や基本方針などに反映するため、引き続

きパブリック・コメント＊を実施します。 

■主な現事務事業 

・輪い・和い座談会開催事

務 

・市民相談事務 

 

 

 

 

  

関連する 

市の計画 
市協働のまちづくり指針（平成 21年策定） 
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第１章 みんなで進める住みよいまちづくり 

施策４ 互いに尊重し合う社会の形成を図る 

 

  

 

●人権が尊重される社会をつくるため、人権教育を推進するとともに、人権相談会や啓発活動を実

施しました。 

●性的マイノリティ＊の方の生活上の困難解消と理解増進を目的に茨城県が開始した「いばらきパ

ートナーシップ宣誓制度＊」の適用に伴い、市の申請書などの性別記載欄の見直しを行いました。 

●ダイバーシティ＊社会の実現に向けた様々な取組を進めるに当たり、その取り組むべき方針を定

め、「いばらきダイバーシティ宣言」に登録しました。 

●男女共同参画社会を実現するため、第２次市男女共同参画プランの後期実施計画を策定しました。 

●男女共同参画の意識を高めるため、様々な機会を通じて情報の発信に努めました。 

●戦争に関する展示を実施し、平和について考え、平和を守る意識の醸成を図りました。 

 

 

 

●令和３年度の市民アンケート＊によると、人権が侵害されたと感じたことがあると答えた市

民の割合は、14.4％となっています。 

●人権擁護のため法律相談、人権相談及び行政相談を実施しています。 

●人権擁護委員を講師とした人権教室などの啓発活動を小中学校で実施しており、令和２年度

からは市立ひまわり幼稚園でも実施しています。 

●犯罪や非行のない明るい社会を築くため、保護司会や更生保護女性会のほか、民生委員、青

少年相談員などの関係機関と連携して、「社会を明るくする運動」を年１回実施しています。 

●「いばらきパートナーシップ宣誓制度」や「性的マイノリティに関する相談窓口」について

の情報発信を行っています。 

●男女共同参画に関する講演会を２年に１回開催しています。 

●広報紙やＳＮＳ＊などによる情報発信やチラシの配布などにより、男女共同参画の啓発を行

っています。 

●女性職員の採用や管理的地位にある職員への女性登用について拡大に取り組むとともに、女

性職員の意欲や能力の向上を目的とした「女性のためのキャリア研修」などへの参加を積極

的に推進しています。 

●戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えるため、原爆や沖縄戦に関する写真パネル展を開催してい

ます。 

 

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●人権を尊重し多様性を認め合う意識や平和を守る意識の醸成には、教育や啓発活動により訴

える部分が大きく、継続的に取り組んでいく必要があります。また、市民の関心を喚起する

ためにも、内容を工夫する必要があります。 

●男女共同参画に対する市民の意識は年々高まっているものの、男性と女性の認識や各個人の

認識には開きがあるため、啓発活動や推進事業を継続して実施する必要があります。 

●出産・育児や介護と仕事の両立など働く女性を取り巻く環境については改善の余地があり、

働く女性やこれから働こうとする女性を支援する取組を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 

人権が侵害されたと感じたことがあると答えた市民の割合 

家庭における男女の立場が平等であると答えた市民の割合 

職場における男女の立場が平等であると答えた市民の割合 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

人権が侵害されたと感じたこ

とがあると答えた市民の割合 
14.4％ 10.8％ 10.0％ 

家庭における男女の立場が平

等であると答えた市民の割合 
37.8％ 46.0％ 50.0％ 

職場における男女の立場が平

等であると答えた市民の割合 
24.9％ 32.0％ 35.0％ 

 

 

 

 

基本事業１ 人権尊重の推進 

■方針 

●人権を尊重し、多様性を認め合う社会をつくるため、様々な

機会を捉えて人権教育や啓発活動を実施し、市民の人権尊重

の理念の普及や人権意識の向上を図ります。 

●人権侵害や様々な人権問題などに関して相談できる機会の

充実を図ります。 

■主な現事務事業 

・人権啓発事務 

・法律相談事業 

基本事業２ 男女共同参画の推進 

■方針 

●第２次市男女共同参画プラン後期実施計画に基づき、男女共

同参画を推進します。 

●男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保される

ように、意識啓発に努めます。 

●家庭、地域、学校及び職場における男女共同参画を推進する

■主な現事務事業 

・男女共同参画推進事業 

 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民（市民、事業所） 

人権尊重の意識を持ち、お互いに尊重し合える社会の実現に向けて取り組む 
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ため、広報活動や学習機会の提供を行います。 

●働く場面で活躍したいという希望を持つ全ての女性が、その

個性と能力を十分に発揮できるように、関係機関の紹介や情

報提供、助言などを行うとともに、事業主に対しての意識啓

発を行います。また、一事業主としての立場から、市が率先

して女性職員の活躍推進に向けた取組を実施します。 

基本事業３ 平和希求 

■方針 

●戦争に関する写真パネル展や企画展などを開催し、平和を希

求する市民意識の醸成を図ります。 

●平和の尊さ、大切さを次世代に伝えるために、小中学校でパ

ネル展示を行うなど、より伝わりやすい方法を検討します。 

■主な現事務事業 

・平和事業事務 

 

 

 

                                     

 

 

 

関連する 

市の計画 
第２次市男女共同参画プラン（平成 30年度～令和９年度） 
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第２章 安全で快適に暮らせるまちづくり 
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第２章 安全で快適に暮らせるまちづくり 

施策１ 災害に強いまちをつくる 

 

  

 

●自主防災組織＊が行う防災訓練の充実を図るとともに、地域における防災リーダーを育成しまし

た。 

●減災の取組として、出前講座の実施や備蓄の充実、自主防災組織の結成促進及び育成などに努め

ました。 

●防災行政無線のデジタル化＊を図り、戸別受信機の全戸取替えと屋外子局 109か所のスピーカー

の取替えが完了しました。 

●防災行政無線や防災アプリ＊などの多様な情報伝達媒体を活用し、災害情報の確実な提供に努め

ました。 

●災害時の災害対策本部と地域防災拠点（避難所など）との連携体制を整えるため、ＩＰ無線機＊

を整備しました。 

●市内における自然災害の予測やその被害範囲を整理し、避難場所などの情報、取るべき行動を示

した防災マップを作成しました。 

●災害時に必要な物資や労力の支援が受けられるように、各方面・分野にわたって 10件の災害協

定を締結しました。 

●大規模自然災害に備え、強くてしなやかなまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、令和３

年３月に市国土強靭化地域計画を策定しました。 

●原子力事業者との間で締結している安全協定に基づき、原子力関連施設の安全監視を行いました。 

●建築物の耐震性を確保するため、市耐震改修促進計画を改定しました。 

●宅地の大規模盛土造成地の調査を行い、安全性を確認しました。 

●災害現場で部隊を効果的に運用し、消防活動を統括する「指揮隊」を発足しました。 

 

 

 

●一人暮らし高齢者や障がい者など、災害時に自ら避難することが困難な人の避難支援を推進

するため、避難行動要支援者名簿を毎年更新するとともに、自治会、民生委員・児童委員な

どに提供し、平常時の見守り活動を行いながら、有事に備えた体制を整えています。 

●自主防災組織に組織運営補助や防災資機材購入補助の支援を行っています。また、拠点避難

所などに防災倉庫及び防災資機材を整備し非常食の備蓄を行っています。 

●原子力災害については、国の防災基本計画などに基づき義務付けられている広域避難計画の

策定を進めています。 

●地震災害対策については、公共施設の耐震化は完了しています。民間住宅については、耐震

化を促進するため補助金を交付しています。 

●救急件数が年間 50～100 件ペースで増加しており、令和３年中の救急出場件数は 2,234 件と

なっています。 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●東日本大震災や各地での大雨による災害の発生により、市民の防災意識は高まっていますが、

災害はいつ発生するか予測できないため、日頃から市民の防災意識の高揚を図る必要があり

ます。 

●災害時においては、各地域の初動対応が重要であり、今後もその対応を担う自主防災組織＊

を充実させ、地域防災力の向上を図る必要があります。 

●災害時に支援が必要となる避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難が図れるよう、個別支援

プランの策定を推進する必要があります。 

●原子力防災については、万一の事故に備え、課題を一つずつ解決しながら、原子力防災訓練

の実施とその検証を重ね、対策の実効性を高める必要があります。 

●大量の降雨による浸水被害を無くすため、雨水排水路の整備を進める必要があります。 

●近年の異常気象に伴い各地で発生している災害を踏まえ、市民一人ひとりの防災行動計画で

あるマイ・タイムライン＊の作成について、啓発と作成支援を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 課題 

自主防災組織数 

災害が少ない又は必要な対策が取られているため、安全な生活が送れていると感じる市民の割合 
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 現状値 中間目標値 目標値 

自主防災組織数 67組織 

（令和３年度） 

68 組織 

（令和７年度） 

68 組織 

（令和９年度） 

災害が少ない又は必要な対策が取
られているため、安全な生活が送
れていると感じる市民の割合 

57.6％ 

（令和３年度） 

59.2％ 

（令和７年度） 

60.0％ 

（令和９年度） 

普通救命講習会受講者数 225 人 

（令和３年） 

850 人 

（令和７年） 

895 人 

（令和９年） 

 

 

  

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

市民 

防災意識が向上し、災害時に連帯感を持って行動する 

普通救命講習会受講者数 

570

797 778

301 225
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基本事業１ 防災・減災対策の強化 

■方針 

●市民が災害時に迅速かつ的確な行動がとれるように、市地域

防災計画に基づき、防災訓練を定期的及び継続的に実施しま

す。 

●災害対策基本法をはじめとする関係法令の改正などを踏ま

え、防災会議を開催し、市地域防災計画を適時見直します。 

●防災用品の常備や避難用品の確認など、日頃の防災対策につ

いて呼びかけや広報により啓発することで市民の「自助」の

意識を高めます。 

●自主防災組織＊での防災訓練などを支援し、地域防災力の向

上を図ります。 

●幼年、少年及び女性防火クラブの活動の活性化や学校におけ

る子どもたちへの防災教育の充実に努めます。 

●原子力事業者との間で締結している安全協定に基づき、原子

力関連施設の監視の徹底を図ります。 

●原子力災害が発生した際に市民が迅速かつ円滑な避難が行

えるよう、災害から身を守るための基本行動及び避難先と避

難ルートを示した避難ガイドマップの周知徹底を図ります。 

●武力攻撃などの事態に備え、関係機関との連携を強化すると

ともに、国民保護制度＊の普及啓発に努めます。 

●民間住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の耐震化、危険

ブロック塀などの除却を支援します。 

■主な現事務事業 

・防災訓練実施事業 

・防災事務費 

・原子力広報調査対策事業 

・木造住宅・ブロック塀等耐

震化推進事業 

基本事業２ 災害時対応の体制の確立 

■方針 

●災害時にドローン＊やスマートフォンのチャット＊機能など

を活用し、情報の収集及び伝達体制の充実を図るとともに、

多様な情報伝達媒体を活用し、災害情報などの確実な提供に

努めます。 

●防災井戸や防災資機材の適切な管理を行うとともに、計画的

に食料や飲料水の備蓄を進めるなど、災害時対応の体制を整

えます。 

●災害の初期段階において地域や身近にいる人同士が助け合

う「共助」の体制が有効に機能するように、自主防災組織の

活動を支援し、育成を図ります。 

■主な現事務事業 

・防災無線管理事業 

・防災事務費 

・自主防災組織育成事業 

・避難所整備事業 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 



52 

●災害時に必要な物資や労力の支援が受けられるように、各方

面・分野にわたって更なる災害協定を締結し、市民生活を守

る体制を整えます。 

基本事業３ 消防体制の強化 

■方針 

●大規模災害に対応できるよう消防団との連携強化を図りま

す。また、車両整備計画を基に車両資機材の整備に努めると

ともに、職員の各種研修参加、想定訓練などを通しスキルア

ップを図ります。 

●市民に対し住宅用火災警報器の設置促進を行い、火災による

逃げ遅れや被害の軽減を図るとともに、自主防災訓練などを

通して消火器の取扱訓練、避難訓練を行い、火災予防の普及

啓発を行います。 

●火災発生時の初期消火や風水害時の警戒出動など、消防署の

活動を補完している消防団については、入団促進に努めると

ともに、団員一人ひとりの知識と技能の向上により、地域に

おける消防体制の充実を図ります。 

■主な現事務事業 

・消防業務 

・常備消防車両整備事業 

・消防団車両整備事業 

基本事業４ 救急体制の強化 

■方針 

●公共施設のＡＥＤ＊を適切に管理するとともに、心肺蘇生や

止血法などについての救命講習会を開催し、市民や事業所の

救命救急意識の向上を図ります。 

●年々増加傾向の救急出場に対応するため、救急車適正利用に

ついて周知徹底を図り緊急時の出場体制を確保します。 

●認定救急救命士の育成を計画的に進め、救急体制の強化を図

ります。 

■主な現事務事業 

・救急業務 

・ＡＥＤ整備普及促進事業 

 

 

 

 

 

                                       

関連する 

市の計画 

市地域防災計画（令和３年３月一部修正。計画期間なし） 
市国土強靭化地域計画（令和２年度～令和６年度） 
原子力災害に備えた市広域避難計画（策定中） 
市耐震改修促進計画[改定版](令和４年度～令和７年度) 
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第２章 安全で快適に暮らせるまちづくり 

施策２ 犯罪を防ぐまちをつくる 

 

  

 

●夜間の安全対策として、自治会が行う防犯灯の設置や維持管理について支援を行いました。 

●平成 30年度から補助灯数を増加し、防犯灯のＬＥＤ化の促進に努めました。 

●警察との協議により、駅周辺を中心に防犯カメラを 10台設置しました。 

●警察からの不審者情報を学校やＰＴＡ、自警団などと共有し、登下校時の見守りやパトロールな

どを通して児童生徒の安全確保に努めました。 

●市役所内に設置した消費生活センターにおいて、悪質商法や消費生活トラブルに関する市民から

の相談に対応するとともに、消費者被害の未然防止のため、広報紙、ホームページ及びＳＮＳ＊

での情報提供や出前講座の開催など、啓発活動の強化に努めました。 

 

 

 

●刑法犯認知件数は、令和３年は 210 件となっており、平成 28 年との比較で 299 件の大幅な

減少となっています。 

●自警団組織率は令和３年度末で 95.6％となっています。 

●警察や防犯協会と連携し、防犯パトロールなどの地域防犯活動の充実を図っています。 

●学校、家庭及び地域が防犯に関する連携を強化し、安全を確保できるよう努めています。 

●自治会管理の防犯灯に対して、年 60 件程度の設置補助、年 200 件程度のＬＥＤ化補助を実

施しています。 

●防犯カメラの整備や防犯灯の設置を促進し、防犯環境の充実を図っています。 

●防犯キャンペーンでチラシなどを配布し、防犯意識の啓発に努めています。 

●警察との連携により、ＳＮＳや防犯メール、防災行政無線で防犯に関する情報を発信し、注

意喚起を行っています。 

●悪質商法による被害や商品事故の苦情などの消費生活に関する相談に応じ、問題解決のため

の助言や各種情報の提供を実施しています。 

●消費生活センターにおける相談件数は、令和３年度は 222 件となっており、主な相談内容と

しては、架空請求、火災保険を使用した修繕、インターネット接続回線、電力小売自由化、

定期購入などとなっています。 

  

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●通学路や夜間危険箇所への防犯灯設置を促進するとともに、防犯灯のＬＥＤ化を進める必要

があります。 

●自治会との連携を強化し、「地域の安全は地域で守る」という意識の向上を図る必要があり

ます。 

●刑法犯認知件数は減少していますが、高齢者を狙った振り込め詐欺などの特殊犯罪は増えて

おり、世代に応じた対策を行う必要があります。 

●令和４年４月からの成年年齢引下げに伴う若年層の消費者被害拡大を防止するため、積極的

に情報発信を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

犯罪が少ない又は必要な対策が取

られているため、安全な生活が送

れていると感じる市民の割合 

34.7％ 41.1％ 44.0％ 

自警団組織率 95.6％ 97.1％ 100.0％ 

 

  

◎ 課題 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

市民 

犯罪被害にあわずに安全・安心に暮らせる 

犯罪が少ない又は必要な対策が取られているため、安全な生活が送れていると感じる市民の割合 

35.7 34.7 35.9 35.9 34.7

0

10

20

30

40

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

(%)
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基本事業１ 防犯対策の推進 

■方針 

●警察や学校、自警団、ＰＴＡなどと不審者情報を共有

し、登下校時の見守りやパトロールなどを行うととも

に、地域住民に散歩中などの「ながら見守り」を依頼

することにより児童生徒の安全確保を図ります。 

●通学路や住宅地における安全を確保するため、引き続

き防犯灯の設置とＬＥＤ化を促進します。 

●防犯協会や警察と連携し、防犯パトロールなどの地域

防犯活動のより一層の充実を図ります。 

●警察や地域住民と連携し、高齢者を狙った振り込め詐

欺などの特殊犯罪を防ぐなど犯罪の未然防止に努め

ます。 

●消費生活センターにある相談窓口について市民への

周知を図るとともに、警察や県消費生活センターなど

の関係機関と連携し、消費者からの相談に一体的に対

応します。 

■主な現事務事業 

那珂ビジョン（支援） 

・防犯事業 

基本事業２ 防犯意識の啓発 

■方針 

●自警団や自治会などが行う地域の防犯活動を通して、

地域の安全は地域で守る意識の向上を図ります。 

●消費者被害やトラブルに遭わないように、関係機関と

連携し、犯罪から身を守るための情報提供や啓発活動

を行います。また、令和４年４月からの成年年齢引下

げに伴う消費者被害防止のため、若年層に向けた情報

提供と啓発を強化します。 

■主な現事務事業 

・防犯事業 

・消費者行政推進事業 

 

 

 

 

 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 
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第２章 安全で快適に暮らせるまちづくり 

施策３ 交通安全を推進する 

 

  

 

●通学時の交通事故を防止するため、交通安全母の会などの市民活動団体とともに、小中学校にお

いて交通安全教室を実施しました。 

●交通事故に遭わない、交通事故を起こさないという意識の向上を図るため、交通安全協会などの

関係機関と連携し、交通ルールや交通マナーについて啓発活動を行いました。 

●交通安全の意識啓発のため、警察署、交通安全関係団体などと協力して交通安全キャンペーンや

立哨
りっしょう

活動を行いました。 

●道路交通の安全性の向上や事故対策として、カーブミラーやガードレールなどの交通安全施設の

整備を行いました。 

●平成 30年 1月から実証事業として行っていた運転免許自主返納等支援事業を令和２年４月より

本格実施に移行しました。 

 

 

 

●交通事故件数は減少傾向にあります。令和３年は 133 件であり、平成 29 年との比較で 126

件の大幅な減少となっています。また、令和３年の死者数は１人、負傷者数は 168人となっ

ており、交通事故件数と同様に、いずれも減少傾向にあります。 

●高齢者が関係した交通事故件数は、令和３年は 55 件で、平成 29 年との比較で 28 件減少し

ていますが、全交通事故件数に占める高齢者の構成率は上昇しています。 

●児童生徒が関係した交通事故件数は、令和３年は４件で、平成 29 年との比較で９件減少し

ていますが、全交通事故件数に占める児童生徒の構成率は横ばいの状況となっています。 

●カーブミラーの設置や通学路のグリーンベルト＊化などの交通安全施設に対する整備要望が

増えています。 

●運転免許自主返納者は、令和３年度は 205 人となっており、増加傾向にあります。 

 

 

 

●児童生徒や高齢者など、交通弱者への交通事故対策を更に強化する必要があります。 

●カーブミラーやガードレールなどの交通安全施設については、設置を必要とする箇所が増加

しており、緊急性や必要性などを考慮し、計画的に整備を進める必要があります。 

 

 

  

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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 現状値 
（令和３年） 

中間目標値 
（令和７年） 

目標値 
（令和９年） 

交通事故件数 133 件 128 件 126 件 

 

 

 

 

基本事業１ 交通安全意識の啓発 

■方針 

●通学時の交通事故を防止するため、交通安全母の会な

どの市民活動団体とともに、小中学校において交通安

全教室を実施します。 

●交通事故に遭わない、交通事故を起こさないという意

識の向上を図るため、交通安全協会などの関係機関と

ともに、交通ルールや交通マナーについて、街頭キャ

ンペーンによる啓発活動を進めます。 

●高齢者の交通事故被害や高齢ドライバーによる交通

事故を防止するため、関係機関と連携し、高齢者向け

の講習会への参加促進を図ります。 

■主な現事務事業 

・交通安全推進事業 

・団体補助事業（那珂地区交通安全

母の会、那珂地区交通安全協会） 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民、道路利用者 

交通事故に遭わない、交通事故を起こさない 

交通事故件数 

259
210

161
134 133

0
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(件)
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基本事業２ 交通安全環境の整備 

■方針 

●通学路にある信号機に横断旗を設置するとともに、見

通しの悪い道路などの危険箇所に注意喚起の看板や

のぼり旗を設置します。 

●道路における交通安全対策と交通の円滑化を推進し、

事故が起きにくい環境づくりに努めます。 

●ガードレールやカーブミラーなどの交通安全施設に

ついては、緊急性や必要性を考慮しながら、計画的に

整備を進めます。 

●子どもや高齢者などを事故から守るために、行政と地

域、学校、警察及び交通安全母の会が情報を共有し、

連携を図りながら地域での見守りや立哨
りっしょう

指導を行う

など、交通安全体制の充実を図ります。 

●通学路の安全を確保するため「通学路交通安全プログ

ラム」に基づき、関係機関と連携して合同点検や歩道

整備などの対策を実施します。 

●自動車の運転に自信がなくなった高齢者などに運転

免許証の自主返納を促し、交通事故の抑制を図りま

す。 

■主な現事務事業 

・交通安全施設整備事業 

・運転免許自主返納等支援事業 
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第２章 安全で快適に暮らせるまちづくり 

施策４ 健康で快適に過ごせる生活環境の保全を図る 

 

  

 

●環境に配慮した生活環境の実現を目指し、第３次市環境基本計画を策定しました。 

●水質汚濁などを防止するために、市民や事業所に対して水質検査を行いました。 

●土砂による土地の埋立てなどが適正に処理されるように、事前協議を義務化するなどの見直しを

行いました。 

●市内一斉清掃の実施や不法投棄禁止看板を設置希望する市民に配布するなど、不法投棄防止に対

する意識の向上を図りました。 

●地区まちづくり委員会などとの協働により、常磐自動車道側道クリーン作戦を実施し、不法投棄

されたごみを回収しました。 

●太陽光発電施設を設置する予定の事業者に対し、全県的・包括的に策定された「茨城県太陽光発

電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」及び「市太陽光発電施設の適正な設置・管理

に関する要綱」に沿って、助言及び指導を行いました。 

●空き家に関する対策を総合的かつ計画的に推進するために市空家等対策計画を策定し、総合窓口

を設置しました。 

●市内にある空き家の実態調査及び所有者に対する意向調査を実施しました。 

 

 

 

 

●大気、騒音、振動、悪臭及び水質汚濁に関する苦情件数は令和３年度は 54 件となっていま

す。 

●市内一斉清掃を年に２回実施しています。 

●空き地の管理に関する苦情件数は減少傾向にあり、令和３年度は 55 件となっています。 

●野外焼却に関する苦情件数は令和３年度で 42件となっています。 

●空き家実態調査及び意向調査の結果、令和３年度末において、市内に 638 件の空き家が確認

されています。 

●空き家の管理不全に関する適正管理の指導件数は、令和３年度は 16 件となっています。 

  

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●第３次市環境基本計画に基づき、持続可能な環境に配慮した地球にやさしい生活環境の実現

を目指し、対策を講じる必要があります。 

●公害に関する通報や苦情、要望などには、行政の積極的な関与と市民と協働のまちづくり事

業の施策を効果的に活用することにより、市民、事業者及び行政が連携することが求められ

ています。 

●不法投棄を根絶するため、廃棄物の適正な処理方法について周知するほか、市民との協働に

よる監視体制の強化が求められています。 

●太陽光発電施設の設置について、生活環境への影響が懸念されます。 

●雑草が繁茂した不衛生な空き地の適正管理が求められています。 

●適正に管理されていない空き家を抑制していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 

苦情件数 

不法投棄処理件数 

126 124
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134 141
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

苦情件数①（大気、騒音、振動、

悪臭など） 
54件 42 件 35件 

苦情件数②（空き地管理） 55件 47 件 43件 

不法投棄処理件数 141 件 100 件 80件 

 

 

 

 

基本事業１ 公害の防止 

■方針 

●公害の発生を抑制するために、市民や事業所に対して公害に関

する認識や正しい理解について啓発活動を行うとともに、関係

各所と連携した監視や指導体制の強化を図ります。 

●身近な生活環境における問題に対応するため、相談体制の強化

を図ります。 

●公害に関する市民や事業所からの通報や苦情に対して現地確認

を実施し、関係各所と連絡を取り対応することで、苦情の受付

から問題の解決まで一貫して取り組みます。 

■主な現事務事業 

・環境保全対策事業 

基本事業２ 不法投棄の防止 

■方針 

●不法投棄されたごみを早期に除去することで、新たな不法投棄

を防止するとともに、不法投棄禁止看板の設置により未然防止

に努めます。 

●市内一斉清掃などの実施により、不法投棄に対する意識啓発を

行います。 

●市民自治組織や市内郵便局などと協働して、地域における不法

投棄の監視活動を行います。 

■主な現事務事業 

・不法投棄廃棄物撤去事

業 

 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民、事業所 

生活環境や自然環境に配慮した生活（事業活動）をする 
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基本事業３ 自然と生活環境の保全 

■方針 

●太陽光発電施設の設置については、「茨城県太陽光発電施設の適

正な設置・管理に関するガイドライン」と「市太陽光発電施設

の適正な設置・管理に関する要綱」を基に自然環境や生活環境、

景観、防災に配慮するなどの助言や指導を行うとともに、必要

に応じて市要綱や協定書を見直すなど、適正な設置と管理に努

めます。 

●管理不全な状態にある空き家については、所有者に対し適正な

管理に必要な措置についての助言、指導及び勧告を行います。 

●空き家の利活用や売却などの支援や、発生を抑制するための啓

発を行います。 

●自然環境や自然景観の保全に取り組む市民の自主的な活動を支

援します。 

●有害鳥獣による事故及び被害防止のため、対象となる鳥獣の種

類及び対策について周知します。 

●野外焼却や空き地管理に対する認識や正しい理解について普及

啓発活動を行うとともに、関係各所との連携体制の維持を図り

ます。 

■主な現事務事業 

・環境保全対策事業 

・空き家等対策事業 

 

 

 

                                

 

 

関連する 

市の計画 

第３次市環境基本計画（令和５年度～令和 14年度) 

市空家等対策計画（令和２年度～令和 11年度） 
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第２章 安全で快適に暮らせるまちづくり 

施策５ 地球にやさしい持続可能な社会への転換を図る 

 

  

 

●環境に配慮した循環型の生活環境の実現を目指し、第３次市環境基本計画を策定しました。 

●ごみの分別や再資源化など、リサイクルについての意識向上を図るため、ごみ分別表を配布する

とともに、広報紙やホームページによる普及啓発活動を行いました。 

●省エネルギーの推進と温室効果ガス＊排出抑制のため、庁内のクールビズ＊を推進し、市内事業所

にも協力を呼びかけノーマイカーデー＊普及に努めました。 

●なか環境市民会議が、地域に根差した取組として、持続可能な社会への転換に向けた行動計画で

ある「なかアジェンダ 21」を策定しており、広報紙やホームページを使い周知及び普及に努めま

した。 

●各家庭の節電が温室効果ガス排出抑制になることを啓発しました。 

 ●令和２年度に地球的規模の環境保全について積極的に取り組み、2050年までに二酸化炭素排出量

の実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ宣言」を表明しました。 

 

 

 

●可燃ごみ排出量は、平成 28 年度の 14,532ｔから増加がみられ、令和３年度は 15,733t とな

っています。 

●資源物収集量は、平成 27年度から増加がみられ、令和３年度は 1,784ｔとなっています。 

●粗大ごみの排出量は、令和３年度は 816ｔとなっており増加傾向となっています。 

●温室効果ガス排出抑制については、市民及び事業所に対して使用エネルギーの節約やＬＥＤ

照明の普及など節電の啓発を行っています。 

 

 

 

●より一層のごみ減量とリサイクルを推進するため、可燃ごみとして焼却しているプラスチッ

ク類を分別し、資源物として分別収集する仕組みを構築することが必要です。 

●可燃ごみに分類されているもののうち布類などは、分別収集ができる仕組みを構築すること

が求められています。 

●ごみをゼロにすることを目標に、できる限りごみを減らそうとする活動を推進することが求

められています。 

●30 年以上経過し老朽化が進む大宮地方環境整備組合環境センターの改修が必要です。 

●カーボンニュートラル＊の実現に向けて、風力、水力、地熱、太陽熱、太陽光などの再生可

能エネルギー＊を積極的に生活に取り入れることが、温室効果ガスの排出抑制につながるこ

とを啓発する必要があります。 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

可燃ごみ排出量 15,733t 14,020t 13,330t 

資源物回収量 1,784t 2,200t 2,270t 

 

 

 

 

 

基本事業１ 廃棄物の抑制とリサイクルの推進 

■方針 

●ごみの減量に関する情報提供や意識啓発などにより、可燃ごみ

の排出量削減と分別収集の徹底を図ります。 

●大宮地方環境整備組合との連携により、ごみの適正な収集と処

理に努め、プラスチック類を資源物として収集します。 

●生ごみの減量のため、家庭における生ごみ処理機の購入を支援

します。 

●家庭ごみにおける３Ｒ＊活動を定着させるため、広報紙やホー

ムページ、ＳＮＳ＊などによる意識啓発を継続して進めます。 

●リサイクル率の向上を図るため、資源物の回収範囲拡大を検討

します。 

■主な現事務事業 

・ごみ啓発等推進事業 

・家庭系可燃ごみ収集事業 

基本事業２ 地球温暖化対策と脱炭素社会づくり 

■方針 

●市民及び事業者に対し脱炭素＊と節電・省エネルギー化の関係

性についての啓発活動を行い、環境に配慮したライフスタイル

への転換を提案し、温室効果ガス＊の排出抑制を推進します。 

●ゼロカーボンシティ宣言による二酸化炭素排出量の実質ゼロ

■主な現事務事業 

・環境活動啓発事業 

 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民、事業所 

ごみを減らし、資源を有効に利活用する 
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を目指し、再生可能エネルギー＊の取組について先進事例を参

考に効果的な取組を検討します。 

●クールビズ＊、ウォームビズ＊及びノーマイカーデー＊を推進す

るとともに、グリーン購入＊やグリーンカーテンを普及啓発し、

無公害車への乗り換えを推奨します。 

●家庭や事業者における再生可能エネルギー導入の普及啓発を

行います。また、制度の変更や技術の進展に応じた再生可能エ

ネルギーの情報提供を図ります。 

●なか環境市民会議が策定した環境に配慮した市民の行動計画

「なかアジェンダ 21」を、市民、事業者及び行政が一体とな

って推進し、カーボンニュートラル＊の実現を目指します。 

 

 

 

                                 

 

関連する 

市の計画 
第３次市環境基本計画（令和５年度～令和 14年度) 
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第２章 安全で快適に暮らせるまちづくり 

施策６ 利便性の高い交通基盤を整える 

 

  

 

●台風や集中豪雨による道路の冠水被害を減らすため、排水機能の向上につながる取組を始めまし

た。 

●市が管理している道路について、市民や自治会などとの協働による除草や、清掃活動を推進しま

した。 

●日常生活の移動手段に不便を来している地域住民の交通手段の確保と利便性の向上を図るため、

デマンドタクシー＊（ひまわりタクシー）を増車及び増発するとともに、運行区域と運行日を拡

大して運行しました。 

●公共交通の利用環境を向上させ利用促進を図るため、ＪＲ水郡線の下菅谷駅に屋根付駐輪場を整

備しました。 

 

 

 

●道路については、幹線道路が約 75％、その他の一般道は約 21％が整備済みとなっています。 

●歩道については、設置済みは約８％となっています。１級幹線は歩道設置が必要であり、整

備済路線については必要箇所に歩道設置がされています。その他の一般道については、市街

地を中心に通学路など要望に応じて設置しています。 

●生活道路の整備や冠水対策、また、道路や水路の維持管理に対する要望が増加しています。 

●都市計画道路菅谷・飯田線の那珂インターチェンジと国道 118号線を結ぶ区間の整備を進め

ています。常磐自動車道から後台駒潜交差点までの未整備区間については、県道昇格による

整備推進を要望しています。 

●路線バスについては、利用者数の減少などに伴う路線の廃止により、市内では５路線の運行

となっています。 

●ＪＲ水郡線については、瓜連駅の利用者数は減少していますが、上菅谷駅の利用者は横ばい

状態となっています。 

●コミュニティバス（ひまわりバス）については、費用対効果などの面から令和２年３月末を

もって休止としています。 

●デマンドタクシー（ひまわりタクシー）については、令和４年３月末の利用登録者数は 3,190

人、令和３年度の延べ利用者数は 19,387人となっています。 

  

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●国道や県道は、利便性の向上、交通混雑の解消、安全性の確保など、地域の発展に必要不可

欠であることから、国道 118号線の４車線化や主要地方道常陸那珂港山方線、主要地方道瓜

連馬渡線、県道静大宮線などの整備促進と早期完成に向けて、国や県に対し継続的に要望す

ることが必要です。 

●道路については、改良率が近隣市町村より低い状況を踏まえ、幹線道路については整備の促

進を図る必要があります。その他の一般道については地域から出される要望を確認し重要性

又は緊急性を踏まえ計画的に整備を進めることが必要です。 

●歩道については、１級幹線は道路整備に応じて歩道を設置する必要があります。 

●生活道路の整備については、費用対効果や地域の要望を踏まえ、国庫補助金などを活用しな

がら、計画的に整備を進める必要があります。 

●橋りょうについては、点検による損傷の早期発見と市橋りょう長寿命化修繕計画に基づく計

画的な維持管理が必要です。 

●ＪＲ水郡線については、利用者の利便性向上を図るため、地域と協議しながら計画的に利用

環境を整備する必要があります。 

●路線バスについては、必要不可欠な路線を維持していく必要があります。 

●自家用車に頼らざるを得ない地域特性であるため、高齢化が進んでも、買い物や通院など日

常生活が不便にならないよう移動手段を確保していく必要があります。 

●交通弱者などの交通手段を確保し、かつ、利用者のニーズに合ったものとしていくため、デ

マンドタクシー＊（ひまわりタクシー）の利便性向上や運転免許自主返納者への特別利用券

の交付、障がい者を対象としたタクシー利用助成など、公共交通施策について検討を継続し

ていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 

道路改良率 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

道路改良率 28.0％ 29.2％ 29.8％ 

歩道設置率 8.2％ 8.4％ 8.5％ 
日常生活において移動に不便
を感じていない市民の割合 67.1％ 69.7％ 71.0％ 

ひまわりタクシー利用者数 19,387人 26,500 人 29,300 人 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

道路利用者、公共交通機関利用者 

安心して道路を通行できる、公共交通機関を便利に利用できる 

歩道設置率 

日常生活において移動に不便を感じていない市民の割合 

ひまわりタクシー利用者数 
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基本事業１ 国・県道の幹線道路の整備 

■方針 

●利便性の向上や交通混雑を解消するため、国や県に対し、国道

や県道の幹線道路の整備促進を要望します。 

■主な現事務事業 

・国・県要望事務 

基本事業２ 生活道路の整備 

■方針 

●生活道路については、その重要性や緊急性を踏まえ、地域の協

力を得ながら計画的に整備を進めます。 

●通学路などを中心に、障がい者を含む全ての歩行者に配慮した

道路づくりを推進します。 

●台風や集中豪雨などの影響による市道の冠水被害を減らすた

め、安定した排水能力を確保するよう努めます。 

■主な現事務事業 

・道路改良舗装事業 

那珂ビジョン（投資） 

・菅谷飯田線道路整備事業 

・冠水対策推進事業 

 

基本事業３ 道路の適正な維持管理 

■方針 

●道路の舗装補修や清掃など適正な維持管理を図ります。 

●橋りょうについては、損傷の早期発見に努めるとともに、市橋

りょう長寿命化修繕計画に基づき計画的な維持管理を行いま

す。 

●市民と協働して生活道路の維持管理を行うなど、道路愛護の意

識啓発を図ります。 

■主な現事務事業 

・道路管理事業 

・橋りょう長寿命化修繕事

業 

那珂ビジョン（投資） 

・道路維持補修事業 

 

基本事業４ 公共交通の維持・確保 

■方針 

●駅利用者の利便性向上を図りＪＲ水郡線の利用を促進します。 

●市民の足として必要な路線バスを支援し維持を図ります。 

●買い物や通院など日常生活の利便性向上につながる移動手段

を市内全域で確保するためデマンドタクシー＊（ひまわりタク

シー）を運行します。 

●安心して便利に利用できる持続可能な地域公共交通施策を検

討し実施していくため、市地域公共交通計画（法定計画）を策

定します。 

■主な現事務事業 

・地域公共交通活性化事業 

・デマンド交通運行事業 

・公共交通利用促進施設管

理事業 

 

 

                            

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

関連する 

市の計画 
市橋りょう長寿命化修繕計画（平成 30年改訂） 
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第２章 安全で快適に暮らせるまちづくり 

施策７ 自然環境と調和した魅力的な都市づくりを推進する 

 

  

 

●第２次市総合計画に掲げた土地利用方針を基に、自然環境と調和した都市づくりを進めました。 

●令和２年度に『那珂インターチェンジ周辺地域の「まちづくりの方針」』を策定しました。 

●地籍調査事業の実施により、土地の境界や面積などが明確となり、目的に合った土地利用が図ら

れました。 

●市街地の骨格を形成する幹線街路の整備を進めました。 

●居住環境が充実した魅力的で住みよい生活拠点の形成を図るため、市街地において都市基盤の整

備を推進しました。 

 

 

 

●市内全域を都市計画区域とし、区域区分（線引き）により土地利用の誘導を図っています。 

●市街化区域＊については、土地区画整理事業や街路事業、街づくり事業などの都市基盤整備

を進めることにより、区域内における人口増を保っており、市全体における人口減少を抑制

し、活力を維持する支えとなっています。 

●市街化調整区域＊においては、既存集落のコミュニティ維持を目的として、平成 29年度から

出身要件などを問わず住宅などの建築が可能となる区域指定制度＊を導入しています。申請

は、水戸市とひたちなか市に隣接する南部の地域に集中しています。 

●『那珂インターチェンジ周辺地域の「まちづくりの方針」』に基づき、複合型交流拠点施設

「道の駅」の整備に向けた検討を進めています。 

●地籍再調査は、木崎地区を実施しており、市全体としては令和３年度末で 31.03ｋ㎡が完了

しています。 

●幹線街路の整備については、菅谷地区では、令和元年度までに都市計画道路上宿・大木内線

の全線及び接続する菅谷・市毛線の一部区間を供用開始し、令和２年度から菅谷・市毛線の

北側最終区間、下菅谷地区の上菅谷・下菅谷線及び下菅谷停車場線の整備に着手しています。

瓜連地区では、令和２年度に都市計画道路平野・杉本線の全線が開通し、現在、西木倉・下

大賀線（国道 118 号）の工事が進められています。 

●下菅谷地区における街づくり事業の進捗率は、令和３年度末で 54.1％となっており、整備に

合わせて民間活力による宅地化が進んでいます。 

●市内には都市公園＊が 16 か所、開発行為などで整備された公園が 76 か所あり、都市公園に

おける市民一人当たりの公園面積は県平均とほぼ同じ水準となっています。身近な公園につ

いては、市民との協働による維持管理を進めるため、公園の清掃や除草などを行う自治会な

どを支援しています。 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●今後の人口減少及び高齢化社会に対応するため、生活に必須である都市機能や居住を緩やか

に誘導し、将来にわたって持続可能な集約型の都市形成を推進する必要があります。 

●市街化区域＊における宅地化率は令和３年度で 63.6％となっており、着実な一定の進捗は見

られますが、今後も都市機能や居住を誘導し活力を保ち続けるため、まだ整備が進んでいな

い地域に対しても、継続的に道路や雨水排水施設などの都市基盤整備を推進する必要があり

ます。 

●市街化調整区域＊においては、人口減少及び高齢化社会の進行に伴い、既存の集落機能の維

持が課題となっている地域があります。 

●那珂インターチェンジ周辺地域については、複合型交流拠点施設「道の駅」の整備を推進し

つつ、民間活力を活用した土地利用を検討する必要があります。 

●地籍調査については、作業規定の改訂などにより作業量が増加傾向にあり、年間の作業工程

を調整しながら事業を進める必要があります。 

●市街地の骨格を形成する幹線街路として、都市計画道路菅谷・市毛線、上菅谷・下菅谷線及

び下菅谷停車場線の早期完成と、上菅谷停車場線の整備が求められています。 

●公園は市民の憩いの場所として重要な施設であることから、それぞれの利用目的に応じた公

園の整備と維持管理が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 
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 現状値 
中間目標値 

（令和７年度） 
目標値 

（令和９年度） 

宅地化率 63.6％ 

（令和３年度） 
64.8％ 65.4％ 

幹線街路整備率 

（市街化区域内） 

79.1％ 

（令和２年度） 
84.1％ 86.1％ 

 

 

 

 

                                           

基本事業１ 適正な土地利用の推進 

■方針 

●市街化区域＊については、都市基盤の整備を推進し、産業や居

住の誘導を促進することにより、拠点地域としての機能を高め

る土地利用を進めます。 

●市街化調整区域＊については、自然環境や営農環境の保全及び

既存集落の維持を基本としながら、地域の特性に合った土地利

用を進めるとともに、民間活力を踏まえた市の活力維持に寄与

する土地利用について検討します。 

●秩序ある土地利用を推進するため、法令に基づく適正な許可制

度などの運用を行います。 

●租税負担の公平性を確保し、土地行政の合理化を図るため、地

籍調査を進めます。 

●那珂インターチェンジ周辺地域のまちづくりについては、長期

的な視点に基づいた土地利用の在り方や民間活力の活用など

を検討し、段階的に整備していくことを目指します。 

■主な現事務事業 

・開発許可等事務 

・農地転用許可事務 

・地籍調査事業 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民（土地所有者）、市街化区域 

適正に土地を利用する、快適に暮らす、都市基盤を整備する 
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●国道 118号の４車線化、茨城北部幹線道路及び水戸外環状道路

の整備などを地域活性化の契機と捉え、土地利用の在り方を検

討します。 

基本事業２ 快適な市街地の整備 

■方針 

●市の活力を支える持続性のある市街地の形成を図るため、市街

地の骨格を形成する幹線街路の整備を行うとともに、魅力ある

都市空間の整備を推進します。 

●市街地の良好な居住環境を整備するため、地域の防災性や安全

性を考慮した街づくり事業を推進します。 

■主な現事務事業 

・都市計画街路整備事業 

・街づくり事業 

那珂ビジョン（投資） 

・菅谷市毛線街路整備事業 

・下菅谷地区街路整備事業 

・下菅谷地区まちづくり事

業 

基本事業３ 公園の適正な維持管理 

■方針 

●防災の視点や居住環境に配慮し、地域の特性や利用目的に応じ

た公園の管理運営を行います。 

●地域の身近な公園については、市民との協働による維持管理を

推進します。 

■主な現事務事業 

・公園管理事業 

 

 

 

 

                                  

関連する 

市の計画 

市都市計画マスタープラン（平成 27年度～令和 17年度） 

市立地適正化計画（令和４年度～令和 22年度） 
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第２章 安全で快適に暮らせるまちづくり 

施策８ 安定的に水道水を供給する 

 

  

 

●浄水場施設や配水管を適正に維持管理することで、水道水の安定供給に努めました。 

●浄水場を統合し、浄水施設の最適化を図りました。 

●老朽化した配水管や消火栓を災害に強い耐震管＊に更新しました。 

●令和４年度に市水道事業経営戦略の見直しを行い、更なる安定した経営基盤の維持強化及び財政

マネジメントの向上を図りました。 

●検針時における宅地内漏水のお知らせを通知し、節水意識の啓発を行いました。 

 

 

 

●各浄水場や配水池の定期的な水質検査を行うとともに、日々浄水過程を監視し、水質の向上

に努めています。 

●水源は河川表流水、地下水及び不足分を県中央広域水道事業より受水しており、水量は確保

されています。 

●配水管整備については、耐震管による整備を行っています。 

●老朽管の更新については、国道や県道、ＪＲ水郡線横断部などの重要箇所に埋設されている

老朽化した鋼管などの布設替えにより耐震管の整備を行っています。同時に、老朽化が著し

い消火栓の更新も進めています。 

●新木崎浄水場更新事業においては、老朽化が進んでいた木崎及び瓜連浄水場を、新木崎浄水

場へ統合更新を進めています。 

●市水道事業経営戦略に基づいた経営を行っており、現状において経営指数である経常収支比

率＊が 100％を超えていることから、経営の効率性及び健全性はおおむね確保されています。 

 

 

 

●環境の変化による水質管理体制の強化や水質基準への対応に努めていく必要があります。 

●浄水場の老朽化が進行し突発的な事故による断水のリスクが高くなる中で、浄水場内機器類

の老朽化状態を注視して、計画的な修繕を行いながら安定した水処理を行う必要があります。 

●40 年を超える配水管においては、引き続き重要箇所について計画的に更新を行い、さらに漏

水調査を基に優先順位を定め、順次管路や消火栓の更新を進めていく必要があります。 

●令和４年度までの木崎浄水場の更新作業は、おおむね計画的に整備を進めてきました。引き

続き、更新作業を計画的に行い、令和７年度の完成に向けて事業を進める必要があります。 

●災害時に対応すべく、危機管理体制の強化や他事業体との連携及び緊急時の給水体制の強化

に努める必要があります。 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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●市水道事業経営戦略見直しによる投資・財政計画を基に、コスト削減を意識した施設整備に

よる経営基盤の強化や市民に対するサービスや利便性の向上に努める必要があります。 

●水道事業の安定した経営を維持するため、漏水調査を基に漏水を抑えるなどの対策を行い、

有収水量＊向上による収益の確保に努める必要があります。 

●水道技術職員の不足に対応するため、民間委託業者への技術継承や人材育成を進める必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

配水管網の耐震化率 20.1％ 22.6％ 23.6％ 

 

  

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

市民 

安全で良質な水を供給する 

配水管網の耐震化率 

12.7
14.6 16.3

19.2 20.1
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基本事業１ 水道水の安定供給 

■方針 

●環境の変化に対応すべく水源の監視体制や水質管理体制の

強化に努めます。 

●浄水施設や配水管を適正に維持管理し、水質の変化に適応し

た浄水施設の構築を行い、水質の向上に努めます。 

●老朽化した浄水施設、配水管、消火栓などの計画的な更新を

行い、災害に備え、水道施設の耐震化を進めます。 

●緊急時の危機管理体制の強化や他事業者との連携による給

水体制の強化など広域的連携強化を進めます。 

●水道施設資産の適正管理と経営戦略を基に効率的な事業運

営や市民に対するサービスや利便性向上を持続します。 

●安定した経営を維持するために、必要な収益の確保を目的と

した有収水量＊の向上に努めます。 

●災害に強い強靭な水道施設を維持しながら、技術継承や人材

育成を行います。 

●適正な浄水施設更新や配管網整備計画を進めるため、市水道

事業第３次基本計画(令和９年度～18年度)を策定します。 

■主な現事務事業 

・浄水関連施設管理事業 

・浄水場等更新事業 

・配水管網整備事業 

 

 

 

 

 

 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

関連する 

市の計画 

市水道事業第２次基本計画(平成 29年度～令和８年度) 

市水道事業経営戦略(平成 30年度～令和９年度) 
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第２章 安全で快適に暮らせるまちづくり 

施策９ 効率的に生活排水を処理する 

 

  

 

●本市における公共下水道整備については、着実に未普及対策に取り組み、農業集落排水整備につ

いては７地区全て完了しました。 

●効率的な汚水処理施設の整備及び運営管理を適切な役割の下で計画的に実施していくため、公共

下水道全体計画見直し方針を令和３年３月に策定しました。 

●生活排水処理方法の一つでもある合併処理浄化槽＊については、下水道未計画区域内の水質保全

や生活環境の向上に非常に有効な手法であることから、令和３年度に市独自の補助を設け合併処

理浄化槽への転換を推進しました。 

●下水道事業会計を公営企業会計＊に令和２年４月から移行したことを契機に、経営環境の変化に

対応し、持続可能な下水道事業を実施していくために、今後の経営指針などを示す中長期的な計

画としての市下水道事業経営戦略を令和５年３月に策定しました。 

 

 

 

●市の汚水処理人口普及率＊は 87％となり、生活環境の向上及び公共用水域の水質保全が確実

に図られています。 

●令和３年度末における公共下水道事業計画区域の整備率は 87.3％です。 

 

 

 

●公共下水道の整備には長期にわたり多額の費用が必要であり、また、人口減少や少子高齢化

の進行など下水道をめぐる社会情勢の変化に対応し、効率的かつ持続可能な事業運営を行う

ことが必要です。 

●公共下水道又は農業集落排水の整備が完了した区域内の市民のうち、特に単独処理浄化槽＊

やくみ取槽を使用している住民については、水質保全などの観点から、それぞれの生活排水

処理施設への早期の接続が必要です。 

●生活排水処理施設の未整備区域内の住民について、特に単独処理浄化槽やくみ取槽を使用し

ている住民については、水質保全などの観点から、合併処理浄化槽の設置が必要となってい

ます。また、合併処理浄化槽を使用している市民については、設置後の適切な管理が必要と

なっています。 

●公共下水道は事業開始から 40 年が経過し、施設の老朽化が見受けられることから、施設の

長寿命化や更新を行うなど、適正な維持管理が必要となります。 

●７施設ある農業集落排水においても 30 年が経過している施設があることから、公共下水道

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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同様に適正な維持管理が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

汚水処理人口普及率 87.0％ 92.5％ 94.0％ 

水洗化率 94.8％ 95.0％ 95.1％ 

 

 

 

 

 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

市民、市内全域の生活排水 

生活排水の浄化を図り、衛生的な生活を守る 

汚水処理人口普及率 

水洗化率 

81.7 82.5 83.3 84.8 87.0
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基本事業１ 生活排水処理施設の整備 

■方針 

●公共下水道事業については、事業計画区域の令和８年

度末概成を目指します。 

●公共下水道全体計画区域見直し方針や市下水道事業

経営戦略を踏まえ、新たな整備区域を令和５年度に拡

大します。 

●公共下水道全体計画見直し方針に基づき、公共下水道

全体計画区域を縮小します。 

●浄化槽設置補助事業については、生活環境の向上及び

公共用水域の水質保全に寄与するため、引き続き普及

率の向上に努めます。 

■主な現事務事業 

・公共下水道整備事業 

那珂ビジョン（支援） 

・浄化槽設置補助事業 

基本事業２ 生活排水処理施設の維持管理 

■方針 

●公共下水道施設及び農業集落排水施設については、適

切な維持管理を行うことにより、処理施設の長寿命化

を図りながら機能を確保します。 

●合併処理浄化槽＊の適切な維持管理について啓発を行

います。 

●より健全な経営を目指すため、令和５年３月に策定し

た市下水道事業経営戦略に基づいた経営に努めます。 

■主な現事務事業 

・下水道施設維持管理事業 

・農業集落排水処理施設維持管理事

業 

 

基本事業３ 排水浄化意識の普及啓発 

■方針 

●生活排水に対する浄化意識の啓発を進めます。 

●公共下水道施設及び農業集落排水施設への早期接続

について啓発を進めます。 

■主な現事務事業 

・下水道施設維持管理事業 

・農業集落排水処理施設維持管理事

業 

・浄化槽設置補助事業 

 

 

 

 

                              

 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

関連する 

市の計画 

市公共下水道事業計画（令和元年度～令和５年度） 

市下水道事業経営戦略（令和５年度～令和 14年度） 
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第３章 やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくり 

施策１ 安心して子どもを産み育てられる環境を整える 

 

  

 

●保育所入所希望者が入所できるように、保育施設の増設や増床などを行い、利用定員を増やしま

した。 

●増加傾向にある学童保育所の利用ニーズに対応するため、平成 30年度には、本米崎地内及び竹

ノ内地内に、令和４年度には菅谷地内に各１か所の民間学童保育所を開設し、公立保育所におい

ても定員数を増やして、受入強化を図りました。 

●地域子育て支援センターにおいて、子ども同士・親同士が互いに触れ合える遊びの場を提供し、

情報交換や仲間づくりの支援、育児相談に努めました。不用になった子ども服などを必要な方に

使用してもらい、資源の有効利用にも努めながら子育て支援をしました。 

●児童虐待や家族関係、子どもの養育に関する悩みなどの相談に対応してきた家庭児童相談室の機

能を強化し、子どもの権利擁護の最前線として、全ての子どもとその家族、妊産婦などを対象と

し、その福祉に関し必要な支援に係る業務全般を行う「市子ども家庭総合支援拠点」を令和４年

度に開設しました。 

●こども発達相談センターにおいて、心身の発達に遅れ又はその疑いのある子どもとその保護者に

対し、発達を促し保護者の育児不安を軽減するため、療育指導及び相談による支援を行いました。 

●妊娠期から子育て期を一体的に支援するため、令和２年から子育て世代包括支援センターを設置

し、子育てコンシェルジュ＊及び母子保健コーディネーター＊を配置しました。 

●小児の医療福祉費支給制度（マル福）＊については、入院及び外来に係る医療費についても高校

生世代まで対象を拡大しました。 

●保育所や認定こども園などの保育料については、令和元年 10 月から３歳児以降国の制度により

無料となりました。また、令和３年４月から０～２歳児の保育料を見直しました。 

 

 

 

●０歳から 14歳までの人口は、平成 29年の 6,758 人から令和３年には 6,315 人となり、少子

化が進行しています。 

●子どもを産み育てたいと望む夫婦に対し、治療費や検査費の一部を助成し、経済的負担の軽

減に努めています。 

●妊娠届出の際全ての妊婦と面談を行い実情を把握するほか、不安を抱える対象については必

要時支援プランを作成し、関係機関と連携のもと支援を行っています。 

●妊産婦の健康管理に必要な健康診査を適切に受診できるよう費用助成を行っています。 

●生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの相談に応じて

います。 

●平成 28 年度以降、待機児童が毎年発生していましたが、令和３年度以降は解消されていま

す。 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●全ての公立学童保育所において、小学６年生までの受け入れを行っています。 

 

 

 

●子どもを産み育てたいと望む夫婦が安心して子どもを産めるように、支援制度の充実を図る

ことが必要です。  

●保護者のニーズに対応した利用しやすい保育サービスを提供することが求められています。 

●希望する月に保育所に入所できるよう、保育士の確保、施設や環境の充実を図っていく必要

があります。 

●学童保育の利用ニーズに対応できるように、支援員の確保や施設の充実を図る必要がありま

す。 

●市立ひまわり幼稚園については、３歳児保育の実施や預かり保育の拡充など、保護者のニー

ズに対応していく必要があります。また、将来的な認定こども園化については、今後の保育

需要の動向を踏まえて検討する必要があります。 

●子どもや子育てに関する包括的支援体制の充実を図っていく必要があります。 

●少子化や核家族化により地域のつながりが希薄になる中、孤立や育児不安の解消など、時代

の変化に応じた支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 

安心して子どもを育てられていると感じている市民の割合 

年間出生数 

47.3

63.9
48.9 47.6 42.4
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 現状値 中間目標値 目標値 

安心して子どもを育てられて

いると感じている市民の割合 

42.4％ 

（令和３年度） 

54.0％ 

（令和７年度） 

60.0％ 

（令和９年度） 

年間出生数 
305 人 

（令和３年） 

310 人 

（令和７年） 

310 人 

（令和９年） 

地域子育て支援センター利用

者数 

7,046 人 

（令和３年度） 

14,500 人 

（令和７年度） 

14,500 人 

（令和９年度） 

 

 

 

                                              

基本事業１ 妊産婦支援の充実 

■方針 

●不育治療費用の一部を助成し、不育治療を行う夫婦の経済的負

担の軽減を図ります。 

●妊娠中の健康管理のため、妊婦健診の重要性を周知して受診を

促し、安心して出産ができるよう支援します。 

●妊娠届出の際全ての妊婦と面談を行い実情を把握し、関係機関

と連携して産前及び産後の支援を実施します。 

■主な現事務事業 

・妊活医療費助成事業 

・母子健康診査・健康相談

事業 

・医療福祉扶助事業 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

子育て世帯 

安心して子どもを産み育てられる環境をつくる 

地域子育て支援センター利用者数（延べ） 

21,651 22,309

16,679

4,799
7,046

0

5,000
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20,000

25,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

(人)
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基本事業２ 子育てと就労の両立支援 

■方針 

●利用者ニーズに合わせた保育施設などの拡充や整備に努めま

す。 

●就労形態の多様化に対応するため、保育サービスの充実を図る

とともに、保育士の確保に努め、潜在的待機児童の解消及び質

の高い保育を目指します。 

●学童保育のニーズに対応するため、民間委託を含め民間学童事

業者と連携を強化します。 

●就労する保護者を支援するため、学童保育所において安心・安

全な保育を実施し、児童の健全育成を図ります。 

●保護者のニーズに対応するため、幼稚園で預かり保育を実施し

ます。 

●ひとり親家庭の父親又は母親に対して就労支援を行い、生活の

安定と自立を促します。 

■主な現事務事業 

・菅谷保育所運営事業 

・子育てのための施設等利

用給付事業 

・病児保育事業 

・母子・父子自立支援事業 

那珂ビジョン（支援） 

・民間保育所等整備事業 

・民間保育所等児童入所事

業 

・民間保育所等支援事業 

・保育士就労支援事業 

・学童保育事業  

基本事業３ 子育て支援体制の充実 

■方針 

●親子同士のふれあいや子育てに関する情報交換や、育児不安の

相談の場として地域子育て支援センターの事業を充実し、利用

促進を図ります。 

●子どもが発熱などの急な病気になった場合に、子どもを預けら

れる病児・病後児保育を行います。 

●集団での保育が可能な障がい児や医療的ケア児＊の保育を実施

します。 

●妊娠期から子育て期にわたり、関係機関が連携して切れ目のな

い支援を行う包括的支援体制の充実を図ります。 

●こども発達相談センターを効果的に活用し、心身の発達に遅れ

又はその疑いのある子どもの相談又は療育体制の充実を図り

ます。 

●こども発達相談センターの相談支援業務の体制を強化するた

め、ＩＣＴ＊導入を検討します。 

●会員互助制度であるファミリーサポートセンター＊の活動を通

して、変化する環境などに順応し、子育て家庭への様々な支援

を行えるよう、関係機関と連携して対応します。 

●児童虐待や家族関係、子どもの養育に関する悩みなどの相談に

応じ、関係機関と連携して対応します。 

●市立ひまわり幼稚園のセンター的機能を生かし、保護者や地域

の人に幼稚園施設を開放し、保護者同士や地域の人の交流の場

■主な現事務事業 

・子育て支援センター事業 

・病児保育補助事業 

・民間保育所等支援事業 

・乳児家庭全戸訪問事業 

・こども発達相談センター

運営事業 

・ファミリーサポートセン

ター事業 

・子育て短期支援事業 

・子ども家庭総合支援拠点

運営事業 

那珂ビジョン（支援） 

・子育て世代包括支援セン

ター事業 
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を提供します。 

●市立ひまわり幼稚園における３歳児保育の導入や預かり保育

の拡充について、検討を進めます。 

●市立ひまわり幼稚園の認定こども園化については、市内におけ

る保育需要の高まりや待機児童の状況などを把握し、検討しま

す。 

基本事業４ 子育ての経済的負担の軽減 

■方針 

●中学３年生までの児童及び生徒を対象に児童手当を支給しま

す。 

●高校３年生までの児童及び生徒を対象に医療費の一部又は全

部を支給します。 

●病気や事故により父親又は母親を失った遺児などに対して学

資金を支給します。 

●要保護又は準要保護世帯に対して学用品や給食費などの一部

を支給します。 

●２人以上の子どもを養育する多子世帯に対し、保育料の軽減を

図ります。 

●ひとり親家庭に対し、保育料の軽減を図ります。 

●幼児教育・保育施設を利用する３～５歳児クラス及び０～２歳

児クラスの住民税非課税世帯に対し保育料を無償にします。 

●児童扶養手当の支給、各種貸付制度や給付の紹介などを通し

て、ひとり親家庭が安定した生活を送れるよう支援します。 

■主な現事務事業 

・児童手当支給事業 

・遺児等学資金支給事業 

・医療福祉扶助事業 

・就学奨励事業 

・児童扶養手当支給事業 

・未熟児養育医療給付事業 

・民間保育所等児童入所事

業 

・子育てのための施設等利

用給付事業 

 

 

 

 

 

関連する 

市の計画 
第２期市子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度） 
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第３章 やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくり 

施策２ 高齢者がいきいきと暮らせる環境を整える 

 

  

 

●高齢者宅を訪問する機会が多い事業所と「要援護者等の見守り活動協力に関する協定」を締結し、

高齢者、要介護者などが安心して暮らせる地域づくりを進めました。 

●地域包括支援センター＊で介護予防講座を開催するなど、高齢者が要支援又は要介護状態になら

ないよう取り組みました。 

●高齢者が抱える健康課題に対し、きめ細やかな支援を行うため、生活習慣病やフレイル＊予防な

どの保健事業と介護予防を一体的に実施しました。 

●高齢者ボランティアを育成するとともに、ふれあい・いきいきサロン＊、高齢者クラブ及び市シ

ルバー人材センターへの活動支援を行い、高齢者の生きがいづくりに取り組みました。 

●地域包括支援センターを中心に、高齢者が気軽に相談しやすい環境を整え、虐待などの困難ケー

スへの対応や権利擁護などの総合相談業務に取り組みました。 

 

 

 

●令和４年４月現在、本市の高齢化率は 32.3％で年々伸びており、一人暮らしの高齢者や高齢

者のみの世帯が増加傾向にあります。今後、団塊の世代が後期高齢者となる時期となること

から、さら高齢化が進むことが見込まれています。 

●要援護者などの見守り活動協力に関する協定を、令和４年３月末時点で 30 事業所と締結し

ており、協力事業所を拡大し見守り体制の強化に努めています。 

●要介護認定率(要介護認定者数を第１号被保険者数で除した率)は、全国平均を下回っていま

すが、介護給付費は増加傾向にあります。 

●関係機関と連携し、要介護状態にならないよう介護予防や生きがいづくりなどに取り組んで

います。 

●介護保険制度の改正により、平成 29 年４月から、介護予防・日常生活支援総合事業に取り

組むとともに、「介護予防・生活支援サービス推進協議会」を設置して、サービス拡充につ

いての協議を行っています。また、令和２年度からは通院などの付き添い支援や移送前後の

生活支援を行い、高齢者が外出しやすい環境づくりを支援しています。 

●平成 30 年４月から「認知症初期集中支援チーム」を設置し、増加している認知症高齢者に

対するケア体制の充実を図っています。 

 

 

 

●住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、高齢者一人ひとりにあった保健、

医療、介護、福祉などの各種サービスを一体的に提供する必要があります。 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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●介護者の高齢化により、いわゆる老老介護が増える傾向にあるため、介護者に対する精神的

又は身体的負担の軽減を図りながら、居宅での介護サービスが提供できるような体制づくり

に取り組む必要があります。 

●介護予防施策や生きがいづくりを推進し、高齢者が地域で自立した日常生活を送れるよう支

援する必要があります。 

●地域包括ケアシステム＊の拡充に向け、介護予防・生活支援サービス推進協議会において体

制の整備を図るとともに、在宅医療・介護連携、認知症対策推進委員会から寄せられた意見

などを踏まえ、多職種による事業の円滑な推進を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

生きがいを持っていると答え

た高齢者の割合 
85.0％ 90.0％ 92.0％ 

 

  

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

高齢者 

自立していきいきと地域で暮らせる 

89.4 83.2 84.2 86.0 85.0
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基本事業１ 地域包括ケアシステムの充実 

■方針 

●地域包括支援センター＊の機能拡充を図り、高齢者のニーズや

状態の変化に応じた地域包括ケアシステム＊の充実に努めま

す。 

●地域の実情に応じて、地域住民やボランティア団体などの様々

な主体が参画し、多様な生活支援サービスを充実することによ

り、地域で支え合う体制の整備に取り組みます。 

●高齢者自身が自立した日常生活を送れるよう健康増進や介護

予防の意識を持ち、要支援又は要介護状態にならないために、

引き続き保健事業と介護予防の一体的な実施を図り、介護予防

講座などの学習機会の充実に努めます。 

●高齢者が医療や介護を必要とする状態になっても、住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを続けられるように、医療と介護の連

携体制の構築に取り組みます。 

●地域においてそれぞれのニーズに合った住まいを確保するた

め、加齢対応構造を備えた市営住宅及びサービス付き高齢者向

け住宅などの整備について、県と連携します。また、養護老人

ホームや軽費老人ホームについても、関係機関と連携し、入所

希望者の把握や円滑な入所が図れるように努めます。 

■主な現事務事業 

・在宅医療・介護連携推進

事業 

・一般介護予防事業 

・配食サービス事業 

・ひとり暮らし高齢者等緊

急通報システム事業 

那珂ビジョン（支援） 

・包括的支援事業 

・生活支援体制整備事業 

・介護予防・生活支援サー

ビス事業 

 

基本事業２ 介護保険制度の円滑な運営 

■方針 

●介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けることができるよう、適正な要支援又は要介護認定を行

うことに加え、介護サービス事業所などとの連携により、利用

者が真に必要とするサービスの確保や、介護サービス量と質の

確保に努めます。 

●介護保険制度や、介護保険料についての理解を深めるための取

組を進めることで、制度の円滑な運営を図ります。 

■主な現事務事業 

・介護サービス給付事業 

・趣旨普及事業 

基本事業３ 認知症対策の充実 

■方針 

●認知症の人と地域での関わりが多いとされる職域や児童又は

学生の認知症に関する理解促進のため、地域包括支援センター

と連携しながら、認知症サポーター＊を養成し認知症にやさし

いまちづくりに取り組みます。 

■主な現事務事業 

・認知症初期集中支援推進

事業 

・認知症地域支援・ケア向

上事業 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 
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●認知症の人ができる限り住み慣れた地域で暮らし続け、また、

その家族が安心できるよう、「認知症ケアパス＊」の普及啓発に

努めます。 

●認知症の人やその家族の支援を行う「チームオレンジ」の立ち

上げに向けた準備を進めます。 

・徘徊高齢者家族支援サー

ビス事業 

基本事業４ 生きがいづくりの支援 

■方針 

●健康でいきいきと地域生活が送れるように、市社会福祉協議会

と連携し高齢者のニーズに合わせた活動機会の提供を図りま

す。 

●社会参加や仲間づくりなどを通して、生きがいを持って生活で

きるように、高齢者クラブや市シルバー人材センターの活動を

支援します。また、ふれあい・いきいきサロン＊においてシル

バーリハビリ体操指導士会と連携し、介護予防及びリハビリの

知識や体操の普及促進を図ります。 

■主な現事務事業 

・高齢者の生きがいと健康

づくり推進事業 

・団体補助事業（高齢者ク

ラブ、市シルバー人材セ

ンター） 

基本事業５ 権利擁護の推進 

■方針 

●成年後見制度については、地域包括支援センター＊と連携して

相談業務を行い、制度の活用を支援します。また、いばらき県

央地域連携中枢都市圏＊の構成市町村と連携し、ネットワーク

の構築、制度の普及啓発、必要な人材の育成などに努めます。 

●消費者被害や高齢者虐待などの防止に向け、地域包括支援セン

ターや関係機関と連携し、相談体制の充実に努めます。 

■主な現事務事業 

・成年後見制度利用支援事

業 

・高齢者の権利擁護に係る

相談支援対応業務 

 

 

 

                                  

関連する 

市の計画 
市高齢者保健福祉計画（令和３年度～令和５年度） 
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第３章 やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくり 

施策３ 障がい者が地域社会で安心して暮らせる環境を整える 

 

  

 

●障がい者に対する相談及び支援の充実を図り、必要なサービスの提供に努めました。 

●障害者総合支援法に基づき、各種障害福祉サービスや地域生活支援などの事業を実施し、住み慣

れた地域で生活できるよう努めました。 

●障がい者の生活を地域で支援する意識を高めるため、障がいに対する理解を深めるとともに、Ｎ

ＰＯ法人やボランティア団体などの活動をサポートし、地域全体で支援する体制づくりに取り組

みました。 

●障がい者及び養護者の経済的及び精神的負担軽減に努めました。 

●障がい者の権利擁護のため、他市町村と連携し、成年後見制度の周知や利用促進、市民後見人の

養成や活動支援に取り組みました。 

●虐待の早期発見、虐待を受けた方への迅速及び適切な保護や支援を障害者虐待防止センターを中

心に実施するとともに、虐待防止に関する普及啓発に努めました。 

●障がいによる差別のない社会を実現するため、障がい者差別解消相談室を中心として、市はもと

より、広く地域にも働きかけ普及啓発に努めました。 

●障がい者の社会参加を促進するため、市役所庁舎内で障がい者が作製した物品の販売会を定期的

に開催するなど、障がい者の活動を支援しました。 

●障がい者の重度化又は高齢化や親亡き後を見据えた、居住支援のための機能を備えた地域生活支

援拠点を開始しました。 

●市障がい者プランを見直し、障がい者支援施策を改善しつつ推進しました。 

 

 

 

●本市の人口は年々減少しているにもかかわらず、令和３年度末で、身体障がい者が1,607人、

知的障がい者が 510 人、精神障がい者が 417 人となっており、知的障がい者と精神障がい者

が増加傾向にあります。また、障がい者全体として高齢化に加え重度化が進んでいます。 

●障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの受給者数は、令和３年度末で、在宅のサービ

スである介護給付費が 226 人、入所又は通所により自立を促すための訓練など給付費が 230

人となっています。 

●特別障害者手当などの受給者数は、令和３年度末で 91 人に増加しましたが、在宅心身障害

者（児）福祉手当の受給者数は 197 人、重度心身障害者医療福祉費（マル福）の受給者証は

1,061人に交付されており、いずれも減少しています。 

●障がい者の権利や尊厳を守るための成年後見制度の周知や利用促進、不当な差別的取扱いの

禁止、合理的配慮の提供が努力義務となったことを受け、障がい者を理解する研修会の開催

や広報啓発などの実施、障がい者差別解消の推進を図っています。 

●障がい者の工賃向上、社会参加の拡充などを図るため、障害者優先調達推進法に基づく優先

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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調達に取り組んでいます。 

 

 

 

●障がい者が地域社会の一員として自立した生活が送れるように、関係機関による支援体制の

充実を図り、一人ひとりに応じた適切な障害福祉サービスの提供と支援を行う必要がありま

す。 

●障がい者及び家族の精神的な負担の軽減や家庭福祉の増進を図ることを目的として、医療費

など障がい者の経済的な負担の軽減を図る必要があります。 

●市民、社会福祉法人、ＮＰＯ法人及びボランティア団体への活動支援や連携が必要となって

います 

●障がい者の権利や尊厳を守るため、成年後見制度の利用促進を図る必要があります。 

●障がいの有無にかかわらず、障がいや障がい者への理解などを深める必要があります。 

●差別解消や合理的配慮など、障がい者の精神的な負担軽減や物理的障害の軽減を図る必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

障がい者理解が深まっている

と思う市民の割合 
23.2％ 27.0％ 29.0％ 

障がいのある方が住みやすい

と思う市民の割合 
41.9％ 46.0％ 48.0％ 

 

 

                                              

基本事業１ 地域生活における支援の充実 

■方針 

●障がい者が地域社会の一員として自立した生活が送れるよう

に、地域自立支援協議会を中心とする関係機関の横断的な支援

体制の充実を図るとともに、一人ひとりに応じた適切な障害福

祉サービスの提供と支援を行います。 

●障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス給付や地域生活

支援などの事業を実施し、障がい者が住み慣れた地域で生活で

きるよう関係機関が連携し、柔軟なサービス提供体制の確保に

努めます。 

●障がい者の生活を地域で支援する意識を高めるため、障がいに

対する市民の理解を深めるとともに、ＮＰＯやボランティア団

体などの活動を支援し、地域全体で障がい者を支える体制づく

りを進めます。 

●各種福祉手当や医療費などの助成を行い、障がい者及び介護者

の経済的負担の軽減に努めます。 

■主な現事務事業 

・障害福祉サービス給付事

業（介護給付費など） 

・地域生活支援事業（相談

支援事業など） 

・医療福祉扶助事業（重度

心身障がい者） 

・在宅心身障害者（児）福

祉手当支給事業 

・特別障害者手当支給事業 

基本事業２ 権利擁護の推進 

■方針 

●障がい者の権利擁護のため、いばらき県央地域連携中枢都市圏＊

■主な現事務事業 

・地域生活支援事業（成年

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

障がい者、市民 

市民が障がいについて理解を深め、障がい者が安心して地域で暮らせる 
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の取組の中で、成年後見制度の利用促進と市民後見人の養成や

活動支援に取り組みます。 

●障がい者への虐待を早期に発見し、障害者虐待防止センターが

中心となり迅速及び適切な保護や支援などを行うとともに、虐

待防止に関する普及啓発に努めます。 

●障がいを理由とした差別のない社会を実現するため、障がい者

差別解消相談室の業務を周知することに加え、障がい者に対す

る不当な差別的取扱いの禁止や、社会的障壁＊を取り除くため

に必要かつ合理的な配慮の提供について、市はもとより、広く

地域にも働きかけを行います。 

後見制度支援） 

・障害者虐待防止対策事業 

那珂ビジョン（支援） 

・障害者差別解消推進事業 

基本事業３ 社会参加への支援の充実 

■方針 

●市で行われる文化活動、スポーツ教室及びレクリエーション活

動のバリアフリー＊化と障がい者への周知を促進し、障がい者

が各種活動に参加できるような機会の充実に努めます。 

●就労を通して社会参加を促すため、ハローワークなどの関係機

関と情報の共有を図り、支援体制の充実に努めます。 

●障害者優先調達推進法に基づき、物品などの調達を更に進める

とともに、市役所庁舎内における定期物品販売会の開催、仕事

のマッチング機会の提供など、障がい者の工賃向上や経済的自

立につながる取組を進めます。 

■主な現事務事業 

・障害福祉サービス給付事

業（訓練等給付費など） 

・団体補助事業（市身体障

害者の会、市障がい児者

親の会、市手をつなぐ育

成会） 

 

 

 

 

 

 

関連する 

市の計画 
市障がい者プラン（平成 30年度～令和５年度） 
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第３章 やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくり 

施策４ 家庭や地域で支え合う福祉環境を整える 

 

  

 

●地域福祉を推進するため、市社会福祉協議会や市連合民生委員・児童委員協議会などの各種団体

の活動を支援しました。 

●バリアフリー＊・ユニバーサルデザイン＊化を推進するため、障がい者から見た公共施設の不便さ

などを調査するとともに、障がい者への合理的配慮を提供する民間企業などへの補助を実施しま

した。 

●福祉総合相談を実施するため「ふくし相談センター＊」を設置し、生活困窮者などが困窮状態か

ら脱却できるよう支援及び施策を展開するとともに、包括的及び継続的な支援を実施しました。 

●一人暮らし高齢者の台帳を作成し、見守りのため定期的な訪問を実施しました。 

 

 

 

●少子高齢化、核家族化、生活様式の多様化など社会情勢の変化により、地域や家庭における

支え合いの基盤が弱まっています。 

●民生委員・児童委員については、活動内容の多様化や煩雑化により、委員の負担が増加して

います。 

●公共施設における障がい者への合理的配慮の推進を図っています。 

●ふくし相談センターでは、関係機関と連携し多種多様化した福祉課題に対する支援の実施に

努めています。 

●一人暮らし高齢者、育児などの課題を抱えた方を、地域や関係機関のネットワークで見守る

施策を推進しています。 

●生活困窮者に対する支援を強化し、早期脱却の支援に努めています。 

 

 

 

●福祉課題を抱える方の把握そのものが困難であり、支援を必要としている人と支援者をつな

げる仕組み作りが必要となっています。 

●遺族会など各団体の構成員が高齢化しており、今後団体活動に支障が出る可能性があります。 

●地域共生社会の実現を目指ためにも、人と人とのつながりの再構築が必要です。 

●法令や部署にとらわれず、包括的及び継続的支援を行うことが必要です。 

●民生委員・児童委員のなり手不足が、顕著に表れてきているため、引き続き必要性をＰＲし

ていく必要があります。 

●地域福祉を推進するに当たり、支援を必要とする人の抱える問題は多岐にわたることから、

関係機関や各種団体との連携強化や協働の体制作りが必要となっています。 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

福祉環境に不安を感じない市

民の割合 
24.0％ 28.0％ 30.0％ 

民生委員・児童委員の充足率 99％ 100％ 100％ 

 

  

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

市民（市民、市民活動団体） 

安心して暮らしていける地域社会をつくる 
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基本事業１ 地域で支えあう環境の充実 

■方針 

●地域福祉推進の中核的役割を担う市社会福祉協議会や市連合

民生委員・児童委員協議会、ボランティア団体などの活動を支

援します。 

●身近な地域で交流や助け合いができるように、市民の地域福祉

に関する意識の高揚を図ります。 

●関係機関との連携を強化し、地域における見守り体制作りに努

めます。 

●福祉やボランティアに関する啓発活動を行います。 

●福祉課題を抱える方を把握し、複合的な課題を抱えた世帯を支

援するため、重層的支援体制を整備します。 

●公共施設や道路などのバリアフリー＊・ユニバーサルデザイン＊

化を推進します。 

●民生委員・児童委員のなり手不足解消に向けて取り組みます。 

■主な現事務事業 

・団体補助事業（市連合民

生委員児童委員協議会、

市社会福祉協議会、市ボ

ランティア連絡協議会） 

・地域福祉計画推進委員会

設置事業 

那珂ビジョン（支援） 

・包括的支援体制整備事業 

基本事業２ 生活援護の充実 

■方針 

●ふくし相談センター＊の機能充実を図るとともに、相談者の利

便性を高めるため、福祉系相談窓口の一本化などについて関係

機関と協議を進めます。 

●様々な福祉課題に対応するため、生活困窮、子育て、介護など

について、多機関が協働して支援の充実に努めます。 

●生活保護法に基づき、生活保護費の適正な認定と支給に努めま

す。 

●市営住宅を適正に管理運営し、安心して生活できる居住の場を

提供します。 

■主な現事務事業 

・生活保護扶助事業 

・市営住宅管理事業 

那珂ビジョン（支援） 

・包括的支援体制整備事業 

・生活困窮者自立支援事業 

 

 

 

 

 

 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

関連する 

市の計画 

第３次市地域福祉計画（令和元年度～令和５年度） 

市営住宅長寿命化計画（平成 29年度～令和８年度） 
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第３章 やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくり 

施策５ 適切な医療が受けられる環境の充実を図る 

 

  

 

●休日診療及び小児科休日診療を実施している医療機関に対して、医師などの充実により継続して

実施する協力を求めました。 

●「茨城県央地域定住自立圏＊の形成に関する協定」に基づき、構成市町村と連携することにより、

広域的に初期救急医療体制の確保を図りました。 

●水戸保健医療圏及び常陸太田・ひたちなか保健医療圏の救急医療二次病院に運営費の一部補助を

行い、休日夜間の重症救急患者の受入医療機関を確保しました。 

●自らの健康管理における「かかりつけ医」の重要性について、啓発に努めました。 

●国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の周知に努めました。 

●国民健康保険税の賦課方法の見直しを実施するとともに、財政の健全化を図るため、国民健康保

険税などの収納率の向上及び保険給付の適正化に努めました。 

●医療費に対する認識を深める取組を行い、医療費の適正化に努めました。 

 

 

 

●休日診療については、市内の医療機関が当番制で日曜日、祝日及び年末年始の午前中に診療

などを実施しています。 

●乳幼児の休日夜間診療については、市内に対応できる医療機関が少ないため、専門の医療機

関を受診するか、隣接市町村の医療機関を利用しています。 

●休日夜間の初期救急医療体制については、「いばらき県央地域連携中枢都市圏＊の形成に関す

る連携協約」に基づき、水戸市休日夜間緊急診療所及びいばらき県央地域連携中枢都市圏内

の診療所の利用が可能になっています。また、重症救急患者については、水戸保健医療圏及

び常陸太田・ひたちなか保健医療圏における救急医療二次病院において受入体制ができてい

ます。 

●市民アンケート＊によると、市民のうち 67.6％はかかりつけ医を持っており、そのうちの

25.0％が市内医療機関がかかりつけ医です。市外にかかりつけ医を持つ人が 19.7％、また、

市内市外の両方にかかりつけ医を持つ人が 22.9％となっています。 

●国民健康保険は平成 30 年度から県との共同運営となり、市は県へ事業費納付金を支払うこ

とで安定した給付が行えるようになっています。 

●国民健康保険税の現年度の収納率は、年々少しずつ上昇しています。 

 

 

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●市民の不安を払しょくするために、休日夜間の医療提供体制を引き続き確保していく必要が

あります。 

●気軽に相談や受診ができるかかりつけ医やかかりつけ薬局の重要性及び必要性について普

及啓発を行う必要があります。 

●市において休日夜間救急医療体制を整備することは困難であるので、いばらき県央地域連携

中枢都市圏＊の構成市町村の休日夜間緊急診療所や、水戸保健医療圏及び常陸太田・ひたち

なか保健医療圏における救急医療協力機関と連携を強化していくことにより、医療環境の充

実を図っていく必要があります。 

●国民健康保険や後期高齢者医療保険を安定的に運営できるように、効率的な事業運営を図る

とともに、ジェネリック医薬品＊の利用を促進するなど医療費の適正化を図る必要がありま

す。 

●適正な保険税率の設定などを行い、収納率向上に努め国民健康保険財政の健全化に取り組む

必要があります。また、将来的な県内の保険料水準の統一に向けた検討を行う必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 

必要なときに適正な医療が受けられると思っている市民の割合 

かかりつけ医を持っている市民の割合 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

必要なときに適切な医療が受けら

れると思っている市民の割合 
71.2％ 70.0％ 75.0％ 

かかりつけ医を持っている市

民の割合 
67.6％ 70.0％ 75.0％ 

 

 

 

                                              

基本事業１ 地域医療と救急医療体制の充実 

■方針 

●休日診療を実施している医療機関に対して、医師の充実などに

より、診療を継続実施するよう要請します。 

●いばらき県央地域連携中枢都市圏＊において、構成市町村と連

携しながら、休日夜間の初期救急医療体制の充実、医師や看護

師などの確保に向けた取組を進めます。 

●「水戸保健医療圏」「常陸太田・ひたちなか保健医療圏」の救

急医療二次病院に運営費の一部補助を行い、重症救急患者の受

け入れ医療機関を確保します。 

●自らの健康管理として、かかりつけ医やかかりつけ薬局を持つ

ことの必要性を働きかけます。 

■主な現事務事業 

・休日診療委託事業 

・救急医療二次病院制運営

事業 

 

  

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民 

必要なときに適切な医療が受けられる 
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基本事業２ 健康保険制度の安定運営 

■方針 

●国民健康保険制度や後期高齢者医療制度の周知を図るととも

に、保険税及び保険料の収納率向上に努めます。 

●県及び県内の他市町村と共同で国民健康保険を運営し、財政基

盤の安定化や事務の効率化を図ります。 

●ジェネリック医薬品＊の利用促進やレセプト＊点検の強化など

により、医療費の抑制及び適正化を図ります。 

■主な現事務事業 

・国民健康保険趣旨普及事

業 

・国民健康保険事務 
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第３章 やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくり 

施策６ 健康で生きがいを持って暮らせる保健体制の充実を図る 

 

  

 

●感染症のまん延や重症化を防ぐため、予防接種の接種率の向上を図りました。 

●新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、関係機関と連携しながら予防接種を含め、感染

症予防対策を進めました。 

●疾病の早期発見のため、各種健康診査の必要性について周知するとともに、受診しやすい体制づ

くりや健康診査後の保健指導の充実に努めました。特に糖尿病の重症化予防については、医師会

などとの連携を強化しました。 

●がんを早期発見するため、国や県のがん対策推進事業に沿って、がん検診の受診啓発を図りまし

た。 

●各年代に応じた多くの市民が、健康づくりに関する相談体制、体力づくり又は健康づくりに関す

る各種教室に参加できるよう充実を図りました。 

●健康づくりのために食生活改善などの普及啓発を図る市民活動団体と連携し、家庭や地域におけ

る健康意識の向上を図りました。 

●精神疾患について、正しい知識を持ち理解を促すための啓発活動を行い、家庭や地域、職場など

において、心の健康を守る意識を広めました。 

●こころの問題についての相談を早期にできるよう相談窓口の周知を図るとともに、精神科の医療

機関と連携して適切な医療につながるよう支援しました。 

●自殺予防対策として、講演会や講習会を開催して普及啓発を行うとともに、専門の相談機関につ

なぐことができるゲートキーパー＊を養成しました。 

 

 

 

●新型コロナウイルス感染症流行の影響により、各種取組の参加者数が５年前よりも低下した

り、取組自体が制限されたりするものもありました。 

●特定健診受診率は 26％台で推移しています。受診率の向上を図るため、特定健診を受けずに

人間ドックなどを受けた人に助成金を交付しています。 

●令和２年度の特定保健指導実施率は、40.6％となっています。 

●効果的及び効率的な保健事業の展開のために、受診率向上のための未受診者対策や、健診結

果に応じて優先順位を明らかにし保健指導を実施しています。 

●令和３年度からは、高齢者が地域で自立した生活が長く送れるように「高齢者の保健事業と

介護予防の一体的実施」に取り組んでいます。 

●健康寿命の延伸のため、生涯を通じて生活習慣病予防体制の強化に取り組んでいますが、食

生活などの生活スタイルにも変化が出ていることで今後に影響が出る可能性があります。 

●各種教室やスポーツイベントなどを活用し、体力づくりや健康づくりにつなげていますが、

各種教室、イベントなどの開催も制限され、体力づくりや健康づくりのための取組が制限さ

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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れる状況となっています。 

●令和２年度以降は、経済的不安からくるストレスと考えられる精神的な相談が、関係機関と

の連携の中で多く寄せられています。 

 

 

 

●特定健康診査受診率は新型コロナウイルス感染症の影響により低下しましたが、そのまま健

診離れにならないよう健康診査の必要性について、広く周知啓発などを図る必要があります。 

●健康診査の結果により対象者にあった必要な保健指導に努めています。保健指導につながら

ない事例の対応策を検討する必要があります。さらに、かかりつけ医との連携を図るととも

に、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、糖尿病に伴う腎臓病、心筋梗塞、脳

梗塞などの重症化予防に取り組む必要があります。 

●定期予防接種の更なる接種率向上のため、未接種者の把握と接種勧奨を強化する必要があり

ます。 

●健康寿命の延伸のため、高齢者の特性を踏まえ効果的な取組を実施する必要があります。 

●健康の維持やロコモティブシンドローム＊対策に、適度な運動は有効性が高いため、各種ス

ポーツ教室などの活用に加え、日常生活の中で体を動かすことなどを啓発していく必要があ

ります。 

●こころの問題については、地域全体で問題意識を持つ必要があるため、相談窓口の周知と正

しい知識の啓発に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 

特定健康診査受診率 

特定保健指導実施率 
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 現状値 
中間目標値 

（令和７年度） 
目標値 

（令和９年度） 

特定健診受診率 26.8％ 

（令和２年度） 
60.0％ 60.0％ 

特定保健指導実施率 51.6％ 

（令和２年度） 
67.0％ 67.0％ 

健康であると感じている市民

の割合 

74.7％ 

（令和３年度） 
79.5％ 82.0％ 

 

 

 

。 

基本事業１ 各種健康診査と予防事業の推進 

■方針 

●疾病の早期発見のため、各種健康診査の必要性について周知を

図るとともに、受診しやすい体制づくりに努めます。生活習慣

病の重症化予防については、医師会などとの連携を強化しま

す。 

●健康診査後の保健指導を着実に実施するために、同日に保健指

■主な現事務事業 

・各種健康診査事業 

・特定健康診査等事業 

・予防接種事業 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民 

自らの健康に留意し、健康な状態を維持する 

健康であると感じている市民の割合 
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導を行うなど体制の充実を図ります。 

●がんを早期に発見するため、国や県のがん対策推進事業に沿っ

て、がん検診の受診啓発を図ります。 

●新型コロナウイルス感染症対策については、まん延を防止する

ため、予防接種や感染予防策の周知に努めるとともに、関係機

関と連携して、具体的な対応策を検討します。 

基本事業２ 健康づくりの推進 

■方針 

●市健康増進計画に基づき、生涯を通した生活習慣病予防の取組

を進めます。 

●より多くの市民が健康づくりに関する各種教室に参加するよ

う努めるとともに、各年代に応じた健康に関する相談体制の充

実を図ります。 

●健康づくり食生活改善などに取り組む市民活動団体と連携し

て、家庭や地域における健康意識の向上を図ります。 

●健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため、食生活環境の変

化に応じた食育の施策を推進します。 

●健康寿命の延伸のため、高齢者を対象に生活習慣病重症化予防

を含めたフレイル＊予防を目的として保健指導や健康教育、健

康相談を実施します。 

■主な現事務事業 

・高齢者健康づくり推進事

業 

・各種健康相談事業 

・団体補助事業（市食生活

改善推進員協議会） 

 

基本事業３ 心の健康の啓発 

■方針 

●精神疾患について、正しい知識を持ち理解を促すための啓発活

動を行い、家庭や地域、職場などにおいて、心の健康を守る意

識を広めます。 

●心の問題についての相談に早期に対応できるように、市社会福

祉協議会、保健所、精神保健福祉センターなどの相談窓口につ

いて周知を図るとともに、精神科の医療機関と連携して適切な

医療につながるよう支援します。 

●自殺を未然に防止するため、家庭や地域、職場でできる取組に

ついて、普及啓発を図ります。 

■主な現事務事業 

・各種健康相談事業 

・地域自殺対策強化事業 

 

 

 

 

 

 

 

関連する 

市の計画 

市健康増進計画（平成 30年度～令和５年度） 

いのちを支える自殺対策計画（令和２年度～令和５年度） 
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第４章 未来を担う人と文化を育むまちづくり 
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第４章 未来を担う人と文化を育むまちづくり 

施策１ 豊かな心を育む学校教育の充実を図る 

 

  

 

●これまでの学習指導の在り方を見直し、より一層の指導体制の充実に取り組みました。 

●義務教育９年間の学びの連続性及び系統性を明確にした「学びのデザイン」に基づき、教科担任

制による学習指導や、指導に当たる教職員の意識改革と指導力向上、「学習の手引き」を活用し

た教職員、保護者及び児童生徒の意識の共有などを推進しました。 

●英語教育を早期に開始するため、また、幼小中と連続して取り組むため、外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）＊を増員しました。 

●ＧＩＧＡスクール構想＊に基づき、令和２年度に各小中学校に校内ＬＡＮ及び 1人 1台タブレッ

ト端末＊を整備しました。 

●「市道徳郷土資料集」を活用し、人間の強さやすばらしさ、地域の伝統の奥深さや自然の豊かさ

を児童生徒に伝えました。 

●令和２年３月に旧戸多小学校跡地に教育支援センターを移転し、支援体制の充実を図るとともに、

センター的機能を強化し、悩みを持つ児童生徒を支援しました。 

●平成 31年４月に５つの市立幼稚園を統合し、「市立ひまわり幼稚園」を開園し、外国語指導助手

（ＡＬＴ）の配置や専門講師による運動指導を取り入れました。 

 

 

 

●令和３年度において、市内には市立幼稚園が１園、私立幼稚園が４園（うち２園は認定こど

も園）あります。市立小学校は９校、市立中学校は５校あります。 

●不登校などによる長期欠席児童生徒数は、県全体で微増傾向が続いていますが、本市におい

てはほぼ横ばい状態となっています。 

●市学校教育の目標に掲げる「強い意志と豊かな感性で、社会的自立に向け、たくましく生き

抜く児童生徒の育成」を推進するため、指導主事４人の派遣を受けて市内幼稚園及び小中学

校の教育課程の編成や学校課題の解決に向けた専門的事項の指導助言を行っており、計画訪

問時には、全クラスで公開授業を実施し、教師の指導力向上に努めています。    

●市では教育相談事業として、教育支援センターの相談員による電話及び来所による相談と、

適応指導教室のカウンセラー２人による、通室する児童生徒のカウンセリングを行っていま

す。また、事例を基にした研修会の開催や、教職員、心の教室相談員など、各機関や専門員

と連携を図った教育的支援を展開しています。 

●幼児、家族、教職員など、それぞれの状況などに適したきめ細やかな対応ができるよう、令

和元年度から相談員を１人増員するとともに、スクールソーシャルワーカー＊を１人新規配

置し、相談体制を強化しています。 

   

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●小中一貫非常勤講師、学習指導員、生活指導員、学校図書館司書、外国語指導助手（ＡＬＴ）＊

などを配置していますが、児童生徒一人ひとりの適性に応じた指導や、配慮の必要な児童生

徒へのきめ細やかな対応をするためには、人的配置を充実させることが必要です。また、Ｇ

ＩＧＡスクール構想＊により学校教育における情報化が急速に進んでいることから、教職員

がＩＣＴ＊機器を活用した授業を円滑に進めることができるように、専門的技術や知見を有

するＩＣＴ支援員などを配置するなど、教職員への支援を強化する必要があります。 

●小中一貫教育については、学園の子は学園で育てる意識を共有し、教職員、保護者及び地域

が協働して取り組む必要があります。 

●児童生徒の健全な育成を図るには、学校、家庭及び地域の連携協力が不可欠であり、不登校

児童及び生徒への指導は、学校、教育支援センター及び保護者が一体となって進めていく必

要があります。特に生徒指導上の問題に早期対応するには、小学校からの継続的な指導が大

切であるため、情報の共有など連携した体制整備が必要です。また、家庭の抱える課題が深

刻化及び多様化しており、県児童相談所など関係機関との連携を図り、チームでの支援を進

めていく必要が生じています。 

●いじめについては、学校、地域、家庭など「いじめは絶対許さない」との意識を共有し、早

期に兆候を把握し迅速に対応する必要があります。 

●就学指導に関しては市教育支援委員会の開催や保護者の就学相談を行っていますが、特別支

援教育に関する専門的知識を有する職員の配置が必要です。 

●中学校部活動については、地域移行に向けた取組を進めていくため、生徒や保護者の意見を

聴くとともに、地域や各種団体などと連携及び協力して取り組むことが必要です。 

●一定規模の集団の中で能力を伸ばし社会性を育むため、小中学校の適正規模化及び適正配置

について検討する必要があります。 

●少子化や共働き家庭の増加に伴い、保育所（園）を選択する保護者が増えていることから、

幼稚園の園児数が減少傾向にあるため、今後の幼稚園の在り方を検討する必要があります。

また、小学校への接続を円滑に行うため、保幼小中連携を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 課題 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

難しいことでも失敗を恐れず
挑戦する生徒の割合 63.4％ 71.0％ 75.0％ 

体力テストの県平均を上回っ
た児童生徒の割合 51.9％ 59.0％ 62.0％ 

不登校の長期欠席児童生徒の
割合 1.8％ 1.6％ 1.5％ 

「子どもが幼稚園に行くこと
を楽しみにしている」と回答し
た保護者の割合 

73.3％ 81.0％ 85.0％ 

 

 

 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

幼児、児童、生徒 

心身ともに健康で人間性豊かに育つ 

体力テストの県平均を上回った児童生徒の割合 

不登校の長期欠席児童生徒の割合 

60.5 62.5
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基本事業１ 学習指導体制の充実 

■方針 

●確かな学力を培うため、児童生徒一人ひとりの能力及び適性に

応じたきめ細かく効果的な指導及び援助を行います。また、家

庭学習について保護者と共通理解を深めるとともに、多様な学

習指導方法の活用などにより教育指導体制の充実を図ります。 

●児童生徒が生きた外国語に触れ、英語力を身に付けられるよう

に、小中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）＊を配置し、コミュ

ニケーション能力の基礎を養います。また、市立ひまわり幼稚

園には外国語指導助手（ＡＬＴ）が常駐するなど、幼児期から

外国文化や外国語に触れる機会を確保します。 

●教職員の指導力向上のため、自主的な研修活動や、各種研修及

び研究の充実を図ります。 

●学力の向上、豊かな心の育成、健やかな体の育成、自分らしい

生き方や自立を目指すため、小中学校９年間の系統的及び連続

的な学びを通して小中一貫教育を推進します。 

●市学校教育情報化推進計画「市ＥｄＴｅｃｈプラン」に基づき、

小中学校におけるＩＣＴ＊機器を活用した日常的及び自立的な

指導を進めるとともに、児童生徒の学力の向上及び情報活用能

力の育成を図ります。また、専門的技術や知見を有するＩＣＴ

支援員などを学校に配置し、教職員の支援体制の充実を図りま

す。 

■主な現事務事業 

・学習指導員等配置事業 

・教職員研修事業 

・小中一貫教育推進事業 

・学校教育情報化推進事業 

那珂ビジョン（育成） 

・外国語指導助手設置事業 

 

基本事業２ 心を育む教育の充実 

■方針 

●お互いの人格を尊重し、自己肯定感と思いやる心が醸成するよ

うに、また、命の尊さを自覚し理解する心が育つように、道徳

教育や環境教育に取り組みます。 

●心身ともに健全でたくましく生きる力を育み、社会的規範を身

に付けられるよう各種教育や体験学習による指導の充実を図

ります。 

●読書を通して豊かな心と人間性を育み、確かな学力を培うた

め、市立図書館と連携しながら学校図書室機能の充実を図ると

ともに、学校図書館司書の適正な配置を目指します。 

●地域と協働した小中一貫教育を進めることで、ふるさとへの愛

着や他人を思いやる心を育てます。 

■主な現事務事業 

・道徳教育ほか各種教育 

・体験学習指導 

・小中一貫教育推進事業 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 
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基本事業３ 相談支援体制の充実 

■方針 

●児童生徒の悩みや保護者などからの相談に対し、教育相談員や

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー＊による適切な指

導及び助言を行うため、教育支援センターの機能を強化し、身

近な相談支援体制の充実を図ります。 

●生徒が何でも気軽に相談できる心の教室相談員などを中学校

に配置し、心にゆとりを持って学校生活を送れるような環境づ

くりを進めます。 

●いじめや不登校などの問題に早期に対応し、重大化を防止する

ため、学校、家庭及び地域をはじめとする関係機関と情報を共

有するなど、連携及び協力体制の充実を図ります。 

■主な現事務事業 

・教育支援センター設置事

業 

・心の教室相談員配置事業 

基本事業４ 教育環境の整備と運営体制の充実 

■方針 

●児童生徒一人ひとりが能力や適性に応じ、いきいきと学び成長

できる教育環境を整備するため、人的配置の充実を図ります。 

●幼児、児童及び生徒の安全を確保し、教育環境の向上を図るた

め、校舎などの長寿命化を目的とした修繕を計画的に進めると

ともに、学校施設及び設備の点検整備を行います。 

●一定規模の教育環境の中で社会性を育むため、小中学校の適正

規模化を推進します。 

●「地域とともにある学校」「学校を核とした地域づくり」を進

めるため、学校評議員制度や学校運営協議会（コミュニティ・

スクール＊）を活用し、市民自治組織や市民活動団体などとの

協働による特色ある教育活動を推進するとともに、市オリジナ

ルの学校運営協議会方式の充実を図ります。 

●「市幼稚園教育スマイルプラン」を基に、市内の幼児教育施設

のセンター的機能として、幼児教育の充実に取り組みます。 

●市立ひまわり幼稚園では、特色ある幼児教育として、外国語指

導助手（ＡＬＴ）＊の常駐に加え、外部の専門講師による発達

段階に応じた運動指導や食の大切さを学ぶ機会として週２回

の給食などに取り組み、幼児期に育みたい資質や能力を養いま

す。 

●市内唯一の公立幼稚園として、保護者ニーズに応えるために

も、３歳児保育の実施や預かり保育の拡充、配慮が必要な子ど

もの受入れなど、今後の幼稚園運営の在り方について検討を進

めます。 

●幼児が小学校の雰囲気や学習の様子を知り、小学校への憧れや

■主な現事務事業 

・小中学校施設管理事業 

・小中学校整備事業 

・学校評議員制度事業 

・給食センター運営事業 

那珂ビジョン（育成） 

・ひまわり幼稚園運営事業 

那珂ビジョン（支援） 

・コミュニティ・スクール

推進事業 

那珂ビジョン（投資） 

・事務局事務費 
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期待感が高められるように、幼児と児童の定期的な交流を進め

ます。 

●「市保幼小中連携協議会」を中心とした小学校、幼稚園、保育

所などの教職員の連携や、就学前後における幼児の育ちの過程

や課題についての情報交換により、幼児が小学校生活へ円滑に

移行できるよう支援します。 

●地産地消を基本とする安全で安心な食材により、バランスのと

れた学校給食を安定的に提供します。 

●食育を通して食の重要性を学び、自然の恵みに対する感謝の気

持ちを高めるとともに、望ましい食習慣の定着と心身ともに健

やかな発育を図ります。 

 

 

 
関連する 

市の計画 

市教育プラン（令和５年度～令和９年度） 

市幼稚園教育スマイルプラン（令和４年度～令和 13 年度） 
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第４章 未来を担う人と文化を育むまちづくり 

施策２ 未来を担う青少年の健全育成を図る 

 

  

 

●青少年育成那珂市民会議や青少年相談員が中心となり、非行防止のパトロールやあいさつ・声か

け運動を行うとともに、環境浄化活動として有害ビラや捨て看板の確認を行うなど、地域におけ

る青少年の健全育成活動を実施しました。 

●青少年相談員を中心に、市内の携帯電話販売店を訪問し、フィルタリング＊に関する説明状況を

確認し、市内全店舗で説明が行われていることを確認しました。 

●子どもたちが郷土の歴史や自然に触れる中でふるさとの良さを認識し、学校や学年の違う友だち

との交流を通して社会性を養うことができるよう、市内小学５年生及び６年生を対象にしたふる

さと教室を開設しました。 

●保護者自らが親としての在り方や家庭の在り方を学ぶ場として家庭教育学級を開設し、正しい理

解を持つための学習機会を計画的に設けました。 

●地域の実情に合わせた手法で、郷土学習や体験活動など、学校、保護者及び地域が連携を図る取

組を進めました。 

●絵本を介して本に慣れ親しむ習慣づくりと親子がふれ合うきっかけづくりのため、生後４～５か

月児とその保護者を対象にブックスタート＊事業を実施しました。 

●高校生ボランティアである市高校生会については、会員募集を市広報紙やＳＮＳ＊などへ掲載す

るとともに、市内各施設、中学校及び高校にポスター掲示をしました。また、加入者を通じて加

入促進を図りました。 

 

 

 

●青少年健全育成のための懇談会や市中･高生と語る会を毎年開催するなど、青少年の現状を

把握するとともに、健全育成のための方策についての意見交換を行っています。 

●子ども会における令和３年度の加入率は 31.7％（児童数 2,589人に対し、会員数は 821人）

で、加入率は減少の傾向が続いています。最近では、単位子ども会同士の統合や地区での統

合など、存続のための工夫を提案し、子ども会存続及び加入促進を図っています。 

●共働き世帯の増加により、役員活動を負担と捉える傾向からＰＴＡ活動や子ども会活動に参

加できない保護者が増えています。 

●高校生ボランティアである市高校生会について、令和３年度は 19 人の加入者で活動してい

ます。 

●生後４～５か月児の健康相談時に合わせ図書館ボランティアによる読み聞かせ、絵本のプレ

ゼントを行うブックスタート事業の実施及び継続的なイベントの開催により、読書習慣づく

りと子育て支援に努めています。 

 

 

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●青少年の健全育成を図るためには、多種多様な要望を整理し、心豊かにたくましく育つよう

な様々な体験や活動の機会を提供し、更なる内容などの充実及び拡充に努める必要がありま

す。 

●市版コミュニティ・スクール＊の拡充のため、運用に至っていない学校においては、各地域

又は学校の実情に合った取組を更に調査していく必要があります。 

●青少年相談員や市民自治組織などを中心とした青少年の健全育成の推進を継続していく必

要があります。 

●市子ども会育成連合会では、競技大会や親子の集い、体験活動などの事業を展開しています

が、保護者や役員の負担軽減も求められています。 

●市子ども会への加入を促進し、子ども会活動の活性化を図る必要があります。 

●家庭教育学級において、保護者が学習したいと思う内容、危惧している内容などを精査し学

習会の内容の見直しを行う必要性があります。 

●高校生ボランティアである市高校生会への加入促進を引き続き図る必要があります。 

●ブックスタート＊事業実施後のフォローアップ体制を充実させるとともに、未来を担う子ど

もたちが読書に親しむことができる取組が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 

子ども会加入率 

ふるさと教室で友だちと協力して学習できた割合 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

子ども会加入率 31.7％ 46.0％ 46.0％ 

ふるさと教室で友だちと協力
して学習できた割合 94.7％ 100.0％ 100.0％ 

 

 

。 

基本事業１ 地域で育てる体制の充実 

■方針 

●学校、家庭及び地域が一体となって地域の青少年を育てる体制

を強化します。 

●放課後や休日における青少年の健全育成や非行防止のため、青

少年相談員による街頭での声かけや相談活動、「青少年の健全

育成に協力する店」の登録活動など、社会環境づくり相談体制

の充実を図ります。 

●青少年がインターネット上の有害情報にアクセスし、健全な成

長が阻害されることがないように、保護者に対してフィルタリ

ング＊利用の普及促進を図るなど、関係機関と情報を共有しな

がら、青少年にとって適切な環境づくり推進します。 

●ＰＴＡや子ども会などによる親と子の交流活動を通して、地域

における教育の充実を図ります。 

●市版コミュニティ・スクール＊を充実させ、目標やビジョンを

共有した各地域又は学校の実情に合った取組を更に調査し、拡

充を図ります。 

■主な現事務事業 

・団体補助事業（青少年育

成那珂市民会議、市子ど

も会育成連合会） 

・青少年相談員設置事業 

那珂ビジョン（支援） 

・コミュニティ・スクール

推進事業 

基本事業２ 健全育成の推進 

■方針 

●社会性を身に付けながらたくましく生きる力を養うため、ふる

さと教室の開催などを通して、仲間づくりや、郷土の歴史を学

■主な現事務事業 

・ふるさと教室開設事業 

・団体補助事業（青少年育

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

青少年 

心豊かにたくましく育つ 
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び、自然に触れることなど、様々な体験をする機会を提供しま

す。 

●子ども会活動など、地域との交流を通して社会性を身に付ける

活動を支援します。 

●子ども会育成会事務マニュアルの見直しによる保護者の負担

軽減や、子ども会の活動内容の周知により、子ども会へ入会し

やすい環境を整えます。 

●中高生が子ども会活動に携わることができるように、ジュニア

リーダー研修会への参加を勧奨するとともに、高校生ボランテ

ィアである市高校生会への関心及び加入促進へのきっかけづ

くりにつなげます。 

成那珂市民会議、市子ど

も会育成連合会） 

基本事業３ 地域や家庭の教育力の向上 

■方針 

●学校やＰＴＡ、市民自治組織などとの連携を強化し、地域や家

庭の教育力を高めます。 

●家庭教育学級では、専門的な指導者を講師に迎えるなど、より

充実した内容のプログラムを設定し、開催します。 

●市立図書館では、関係機関と連携及び協力しながら、ブックス

タート＊の意義や重要性の周知を行うとともに、効果をより高

めるために、子どもと保護者向けのおはなし会を開催するな

ど、本に慣れ親しむ習慣づくり進めます。 

■主な現事務事業 

・団体補助事業（市ＰＴＡ

連絡協議会） 

・家庭教育学級開設事業 

・ブックスタート事業 

 

 

 

 

 

関連する 

市の計画 
市読書活動推進計画（令和元年度～令和５年度） 
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第４章 未来を担う人と文化を育むまちづくり 

施策３ 生涯にわたり学ぶことができる環境を整える 

              

  

 

●市立図書館では、市民ニーズの把握に努めながら、計画的に資料を収集及び保存しました。また、

未所蔵の資料については、リクエストに応じて購入したり、他の公立図書館から借受けしたりす

るなどして市民に提供しました。 

●市民が求める情報を適切に提供し、多様な学習要求に応えられるように、レファレンスサービス＊

（調べもの相談）の充実に努めました。 

●地域に開かれた図書館として、市民がボランティア活動を通して図書館運営に参加できる体制を

整えました。 

●多様化及び高度化する生涯学習ニーズに対応しながら、市民の主体的な学習活動を支援するため、

効果的かつ効率的な図書館運営に努めました。 

●市読書活動推進計画に基づき、市民が読書に親しむ機会の提供や充実に努めました。 

●市立図書館では、読書週間に合わせ「こども図書館まつり」や「図書館まつり」を開催したほか、

おはなし会や映画会、体験教室などの各種イベントを開催しました。 

●市文化協会の活動を支援し、芸術文化に対する認識と創造性の啓発活動を推進するとともに、各

種講座を開講し、芸術文化の振興に寄与しました。 

●市中央公民館では、様々な市民ニーズに対応した魅力ある講座の提供に努めるとともに、自主的

な生涯学習活動の成果を発表する機会として「公民館まつり」を開催しました。また、令和３年

度は、オンライン配信＊も加えて実施しました。 

 

 

 

●生涯学習施設の利用者数は、令和３年度で 217,939 人となっています。 

●ライフスタイルなどの変化により生涯学習ニーズは多様化及び高度化しており、市民のニー

ズに応じた学習機会の提供を図っています。また、市民の自主的な学習活動が継続して行わ

れるよう、生涯学習情報の提供や、指導者の発掘及び育成に努めています。 

●日頃から学習活動をしている市民の割合は、横ばいの状況が続いています。 

●市立図書館では、市民が求める図書館資料の収集及び提供に努めるとともに、読書環境を整

え、市民が快適に利用できるよう努めています。 

●市立図書館では、当初の蔵書目標数であった 150,000 点を達成し、令和３年度末には 235,418

点の蔵書数となっています。 

●市民からの要望が多い郷土資料の充実に引き続き努めています。 

●市中央公民館では、市民ニーズに応じた各種講座の開設に努めるとともに、自主的な学習活

動に繋げるための支援に努めています。また、自主学習団体の成果発表の場として、展示コ

ーナーの設置や、公民館まつりなどを企画しています。 

●各施設とも、市民がいつでも安全に学べる場を確保するため、計画的な維持管理及び修繕を

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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行い、施設の長寿命化に取り組んでいます。 

 

 

●利用者ニーズの高度化及び多様化や小中学校のＧＩＧＡスクール構想＊の導入により、新た

なサービスを検討する必要があります。 

●市図書館資料収集方針などを基に、市民が真に求める資料の収集や、不足している郷土資料

の収集に努める必要があります。 

●図書館運営について、市民が積極的に関われる機会を提供することが求められています。 

●多くの市民の活動の手助けのため、レファレンスサービス＊などの図書館機能の更なる充実

に努める必要があります。 

●引き続き、計画的な工事や修繕を実施し、施設の長寿命化など適正な対応が必要です。 

●読書活動の意義や重要性について、更なる普及啓発に努める必要があります。 

●日頃から学習活動をしている市民を増やすため、学習参加の機会や場を増やすとともに、イ

ベント情報などを広く発信していく必要があります。 

●多様なニーズに応じた各種講座の開設や学習への参加機会を増やすため、幅広い情報提供及

び発信に努めるとともに、他の関係機関との連携強化が必要です。 

●生涯学習活動に取り組む団体などの会員の高齢化が進み会員数も減少していることから、更

なる啓発活動や活動情報の発信強化、指導者の育成及び確保が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 課題 

学習活動をしている市民の割合 

市民一人当たりの図書館資料貸出数 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

学習活動をしている市民の 

割合 
22.2％ 27.0％ 30.0％ 

市民一人当たりの図書館資料

貸出数 
6.5点 8.8 点 10.0 点 

 

 

。 

基本事業１ 生涯学習環境の充実 

■方針 

●自主的な学習活動の場の提供や、各種イベントを開催するな

ど、図書館施設及び公民館施設の有効活用を図ります。 

●生涯学習活動の拠点である市立図書館や市中央公民館の適切

な維持管理を行います。 

●高度化する市民ニーズに応じ、ＤＸの導入推進を図ります。 

●多様化する市民ニーズに応じ、図書館資料の効果的な収集に努

めます。 

●有識者や利用者といった多くの視点から、市立図書館の運営な

どについて協議及び検討するため、市図書館協議会を定期的に

開催します。 

●市中央公民館においては、県生涯学習推進指針のテーマである

「ひとづくり、つながりづくり、地域づくりにチャレンジする

生涯学習」を礎に、様々な市民ニーズに応じた学習機会の提供

に努め、市民の生涯学習活動の推進を図ります。 

●幅広い年代が興味関心を持つ講座の開設に努め、生涯学習に取

り組む市民の増加を図ります。 

■主な現事務事業 

・図書館管理事業 

・公民館施設管理事業 

・図書館運営事業 

 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民 

自らテーマを持って生涯学習に取り組む 
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基本事業２ 生涯学習活動の支援 

■方針 

●読書の意義や重要性について市民の理解を深めるため、広報紙

やホームページ、ＳＮＳ＊などを活用し、読書推進活動に関す

る情報を周知及び提供します。 

●子どもの年齢に応じた推奨図書コーナーを整備し、本に親しむ

機会の提供や読書が好きになる働きかけを行います。また、子

どもの読書週間の趣旨に沿ったイベントを開催します。 

●市民一人ひとりが生涯にわたりテーマを持って学習できるよ

うに、生涯学習に関する情報の提供や、相談体制の充実を図り

ます。また、生涯学習の指導者となる人材の発掘及び育成を図

ります。 

●学習の成果を発表できる機会を提供し、学習意欲の向上を図り

ます。 

●多様なニーズに対応する魅力ある講座開設のため、講師、大学、

ＮＰＯなど関係機関との連携強化に努めます。 

■主な現事務事業 

・図書館運営事業 

・学級講座開設事業 

基本事業３ 芸術文化の振興 

■方針 

●創意工夫に富む各種文化事業の開催により、幅広い世代が芸術

文化に触れる機会を提供するとともに、芸術文化の分野におけ

る人材の育成を図ります。 

●市文化協会の活動を支援し、芸術文化の振興を図ります。 

■主な現事務事業 

・学級講座開設事業 

・団体補助事業（市文化協

会） 

 

 

 

 

関連する 

市の計画 
市読書活動推進計画（令和元年度～令和５年度） 
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第４章 未来を担う人と文化を育むまちづくり 

施策４ スポーツを身近に感じ親しめる環境を整える 

 

  

 

●総合センターらぽーる内のトレーニングルームを令和２年度にリニューアルオープンしました。 

●那珂西大橋下流の河川敷に屋外スポーツの場として「那珂西リバーサイドパーク＊」を令和４年

４月に供用を開始しました。 

●令和４年度から令和６年度までの３年間、株式会社茨城放送とネーミングライツ＊契約を締結し、

那珂総合公園の愛称が「なかＬｕｃｋｙＦＭ公園」となりました。 

●那珂総合公園において各種スポーツ教室を開催し、年代を問わずスポーツに親しむ機会を提供す

ることで、市民の健康増進を図りました。 

●歩く会や駅伝大会の開催など、各種体育事業を展開している市スポーツ協会の活動を支援するこ

とで、市民の体力向上と健康増進を図りました。 

●市内の各種スポーツ団体を支援することで、様々なスポーツの発展につなげました。 

 

 

 

●市内体育施設の利用者は、令和３年度で 163,236 人となってます。 

●市内には、那珂総合公園をはじめ、ふれあいの杜公園、神崎運動公園、地区体育館、笠松運

動公園などがあり、スポーツ施設には恵まれていますが、市有施設については老朽化が進み、

屋内外を問わず修繕又は整備の要望があります。 

●那珂総合公園では各種スポーツ教室、市スポーツ協会では歩く会や駅伝競走大会、各種スポ

ーツ大会など、市民のニーズに応じた教室や大会などを開催しています。また、総合型地域

スポーツクラブ「ひまわりスポーツクラブ」の活動が活発化し、市民がそれぞれの地域でス

ポーツに親しむ機会は多くなっています。 

●市スポーツ協会に加盟している団体は 18団体、市スポーツ少年団も 17団あり、多種多様な

団体がスポーツに取り組んでいます。 

 

 

 

 

●那珂西リバーサイドパークについては、地元住民やスポーツ団体との協働により、地域の憩

いの場としての利用に加え、多目的スポーツ広場として、市内外住民が気軽に利用できるよ

う、維持管理方法について検討する必要があります。 

●健康の維持及び増進のため、また、地域コミュニティの連帯感を深めるため、日頃からスポ

ーツ活動に取り組む人の割合を増やしていく必要があります。 

●各施設の老朽化が進んでいるため、計画的に修繕を実施していく必要があります。 

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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●各種スポーツの振興を図るため、指導者の育成及び運営スタッフの確保が必要となっていま

す。 

●参加者からの意見を踏まえ、今まで以上に気軽に参加できる仕組みに加え、ニーズに応じた

魅力ある教室や参加人数枠を確保する必要があります。 

●市民がスポーツを継続していけるよう、引き続き支援が求められています。 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

体育施設利用者数 163,236人 263,000人 269,000人 

日頃からスポーツに取り組ん

でいる市民の割合 
60.4％ 74.0％ 78.0％ 

 

 

 

。 

基本事業１ スポーツ環境の充実 

■方針 

●令和３年度に策定した市体育施設等個別施設計画に基づき計

画的に修繕を行い、スポーツ施設の適正管理と有効活用を図

り、市民が安全に、また、快適にスポーツに親しめる環境を整

えます。 

●那珂西リバーサイドパーク＊については、屋外スポーツや自然

との触れ合いの場として活用を図ります。 

●中学校部活動の地域移行については、学校や地域、関係団体と

協議を行い、今後の方針について検討します。 

■主な現事務事業 

・体育施設管理事業 

・体育施設整備事業 

・総合公園管理事業 

・総合公園施設改修事業 

・那珂西リバーサイドパー

ク管理事業 

  

基本事業２ 生涯スポーツ活動の支援 

■方針 

●市民ニーズに応じたスポーツ大会や教室、講習会などを開催す

ることで、スポーツに親しむきっかけを提供し、健康づくりや

共に楽しむ仲間づくりを支援します。 

●地域スポーツの中心的な役割を担う市スポーツ推進委員につ

いては、実技研修会への参加や指導者育成などを支援すること

で、自主活動の普及やスポーツ指導などの活動の充実を図りま

す。 

■主な現事務事業 

・スポーツ教室開設事業 

・スポーツ推進委員設置事

業 

・学校体育施設夜間開放事

業 

・保健体育事務 

・団体補助事業（市スポー

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民 

スポーツに親しむ 
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●ニュースポーツ＊の体験機会の充実や普及啓発を図ります。 

●身近な地域でスポーツに親しむ機会を提供する総合型地域ス

ポーツクラブの活動を支援します。 

●地区対抗大会の開催など、スポーツを通して地域コミュニティ

の連帯感を深める取組を展開する市スポーツ協会の活動を支

援します。 

●各種スポーツ団体の指導者を対象に研修講座などを開催し、人

材の育成及び確保を図ります。 

●プロスポーツチームを支援し連携することで、市民がスポーツ

に関わる機会の充実を図ります。 

ツ協会） 

 

 

 

 

 

 

関連する 

市の計画 
市スポーツ推進計画（令和３年度～令和 12年度） 
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第４章 未来を担う人と文化を育むまちづくり 

施策５ 歴史資産と伝統文化を保存・継承し活用を図る 

 

  

 

●歴史資産の適切な保護及び保存に努めるとともに、市の歴史や先人たちの偉業を広め、市民一人

ひとりのふるさとを愛し、誇る心を育みました。 

●地域の歴史資産は、市民との協働により保存及び管理に努め、地域資源としての活用を推進して

きました。 

●市史編さんにおいて、「中世那珂台地の川と道」「中世那珂台地の領主」「市中世城館跡調査報告

書」などを刊行しました。 

●市指定文化財額田城跡本丸跡を公有化しました。 

 

 

 

●額田城跡保存管理計画（第２期）の期間を５年延長し、令和８年度までとしました。この計

画に沿って、適切な保存及び管理並びに利活用に取り組んでいます。 

●額田城跡保存会による積極的な史跡保護活動が展開されるなど、市民の文化財への関心は高

まっています。 

●市歴史民俗資料館では、歴史資産や伝統文化を様々な角度から紹介したり、特別展を企画し、

文化財などについて広く啓発を行っています。 

●郷土芸能保存会の自主活動を支援しています。 

●減少傾向にある民俗伝統行事については、映像保存事業で作成したＤＶＤを市民や団体に貸

し出しています。 

●埋蔵文化財包蔵地内の住宅造成、住宅建築に伴う試掘は９件、本調査件数は１件で横ばいで

す。 

●現在、指定文化財は 88 件あります。それらの文化財の所有者及び管理者の高齢化が顕著で

あり、将来に向けた保護及び保存が難しくなってきています。 

●奈良時代が起源の倭文織（しずおり）＊は、市民グループが創作活動していますが少人数で

高齢化も進み、伝統文化の継承が危惧されています。 

 

 

 

 

●市歴史民俗資料館の常設展示は、開館以来ほぼ変更されていないため、リニューアルすると

ともに、さらに展示内容を充実させる必要があります。 

●歴史資産や伝統文化に興味及び関心をもってもらうため、魅力ある企画展や季節展、展示講

演会を開催し来館者を増やす必要があります。 

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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●額田城跡本丸の計画的な調査を実施し将来の保存計画を検討する必要があります。 

●郷土芸能などに触れる機会及び発表する場を増やし、市民が身近に親しめる環境づくりが必

要です。 

●歴史資産や伝統文化を保存、有効活用し後世に伝承していくことが求められています。 

●民俗伝統行事の理解と継承を図ることを目的に作成したＤＶＤが、更に活用されるよう広く

周知を行う必要があります。 

●郷土への愛着心や誇りを醸成するため、引き続き、歴史資産や伝統文化の保護、保存及び活

用に努めるとともに、認知度を向上させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

歴史資産・伝統文化が適切に保

存・継承され、活用が図られて

いると感じる市民の割合 

45.9％ 65.0％ 75.0％ 

指定文化財を知っている市民

の割合 
66.1％ 73.0％ 77.0％ 

  

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

市民、歴史資産・伝統文化 

歴史資産と伝統文化を守る 

指定文化財を知っている市民の割合 

66.9 64.3 64.4 68.0 66.1
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基本事業１ 歴史資産の保護・保存と活用 

■方針 

●歴史資産を次世代に継承するために、発掘調査や研究を計画的

に推進し、適正な保護及び保存に努めます。また、指定文化財

を管理する個人や団体を支援します。 

●地域の歴史資産は地域で守るという意識を育むため、市内には

文化財や史跡などが数多く残ることを周知するとともに、市民

との協働による保存及び管理を推進します。 

●額田城跡については、計画的な整備と適切な保存及び管理に努

めるとともに、広報紙などによる情報発信を通して、市民と歴

史的価値の共有を図ります。 

●市の歴史や文化に対する市民の関心を高めるため、市歴史民俗

資料館の展示内容の充実を図ります。 

●歴史資料の収集、保管、展示などを適切に行うことができる専

門性を備えた職員の育成及び確保に努めます。 

●市内に残る歴史資産や伝統文化については、郷土への愛着心や

誇りを醸成するために活用するほか、産業や観光の振興を図る

ための地域資源として活用を進めます。 

■主な現事務事業 

・文化財保護対策事業 

那珂ビジョン（支援） 

・額田城跡整備事業 

 

基本事業２ 伝統文化の継承と活用 

■方針 

●市内に残る無形の伝統文化が失われないように、映像や記録の

保存及び活用による伝承に努めます。 

●郷土芸能の保存に取り組み、地域の子どもたちに伝承指導して

いる団体の活動を支援します。 

■主な現事務事業 

・特別展開催事業 

・郷土芸能保存会補助事業 

 

 

 

 

 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

関連する 

市の計画 
額田城跡保存管理計画[第２期]（平成 29年度～令和８年度） 
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第４章 未来を担う人と文化を育むまちづくり 

施策６ 多様な文化と交流する機会の充実を図る 

 

  

 

●姉妹都市盟約を締結しているアメリカ合衆国のテネシー州オークリッジ市との中学生交換交流

事業の実施により、国際感覚を養う機会を提供しました。 

●外国人への情報提供や相談体制の充実を図り、外国人が安心して生活できる環境づくりを進めま

した。 

●友好都市である秋田県横手市との交流を通して、異なった風土や文化に親しむ機会を提供しまし

た。 

●台湾の台南市との市民レベルでの交流を開始し、台湾側の窓口である台南市台日文化友好交流基

金会と協力体制を構築しました。 

 

 

 

●令和４年１月現在、市内の外国人登録者は 29か国で 296人となっています。 

●姉妹都市盟約を結んでいるオークリッジ市と中学生交換交流事業を実施し、国際感覚を養う

機会を提供しています。 

●国際交流のつどいや多文化共生セミナーなどを開催し、市民が様々な外国文化に触れる機会

を提供しています。 

●外国人が安心して暮らすために必要な情報を、市国際交流協会のホームページに英語で掲載

しています。 

●友好都市である横手市とのイベント交流やスポーツ交流を通して、異なった風土や文化に親

しむ機会を市民に提供しています。 

●友好都市交流活動支援事業補助金制度により、市民団体の自主的な交流活動を支援していま

す。 

 

 

 

●国際交流を推進するためには、多文化共生社会への理解促進及び多様な交流事業を企画する

ことが求められています。 

●市国際交流協会については、新規会員を確保するとともに、協会事業を企画運営できる人材

を育成し、運営の自立化を促す必要があります。 

●不確実な世界情勢の中でも国際交流を継続できるようＩＣＴ＊を活用した取組が必要です。 

 

  

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

国際交流活動・友好都市交流活

動参加者数 
233 人 640 人 680 人 

 

 

                                              

基本事業１ 国際交流の推進 

■方針 

●オークリッジ市との交流により、日本とは異なる文化や価値観

を持った者との相互理解や国際的なコミュニケーション能力

を持つ人材の育成を推進します。 

●広く外国文化について学ぶ機会や市民と外国人とが交流する

機会を充実し、多文化共生の理解促進を図ります。 

●海外の姉妹都市などの様々な分野での交流により、国際親善を

推進します。 

●外国人への情報提供や相談体制の充実を図り、外国人が安心し

て生活できる環境づくりを推進します。 

■主な現事務事業 

・国際交流推進事業 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民 

多様な文化に触れることで見聞を広げる、外国人が安心して暮らす 

国際交流活動・友好都市交流活動参加者数 

666
562 572

136
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●市国際交流協会の活動を支援するとともに、新規会員が増える

よう加入促進に努めながら、財源の確保や人材育成による運営

の自立を促します。 

●不確実な世界情勢の中でも交流の機会がもてるようＩＣＴ＊な

どを活用した取組を促進します。 

基本事業２ 友好都市交流の推進 

■方針 

●横手市との交流により、異なった風土や文化に触れることがで

きる機会の提供に努めます。 

●友好都市交流活動支援事業補助金制度を活用し、市民による自

主的な交流を支援します。 

■主な現事務事業 

・友好都市交流事業 
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第５章 活力あふれる交流と賑わいのまちづくり 
 

 

 



134 

第５章 活力あふれる交流と賑わいのまちづくり 

施策１ 活力ある農業の振興を図る 

 

  

 

●農業の収益力向上と担い手農家の育成支援を目標に、市アグリビジネス＊戦略を策定しました。 

●認定農業者や農業後継者、新規就農者に対する支援を行い、経営規模の拡大や市場評価の高い作

物の生産拡大及び開発に努めました。 

●農業生産者の安定収入を確保するため、農産物直売所の利活用や学校給食への地元野菜の利用拡

大を図るとともに、６次産業化＊や多様な事業者との連携による産品開発など農産物の地域ブラ

ンド化に取り組みました。 

●優れた農畜産物や加工品などを実需者＊や消費者にプロモーションを展開するとともに、販売戦

略を構築して販売拡大を図る「食と農のマッチングフェア」や「いぃ那珂マルシェ＊」を開催し、

新たな販路を開拓しました。 

●安全・安心な食料を供給するために、県やＪＡと連携して栽培技術の指導及び普及を行いました。 

●農業後継者や新規就農希望者の円滑な就農を図るため、担い手農家との協働による組織を設置し、

包括的な支援体制の構築に取り組みました。 

●地域おこし協力隊＊による情報発信や農業体験ツアーの開催、農業高校や調理専門学校と連携し

た産品開発など農業関係人口づくりに取り組みました。 

●農地の有効活用に向け、農地中間管理事業を通した担い手農家への集約化や、農業委員と農地利

用最適化推進委員による農地パトロールなどの活動を進めました。 

●農業水利施設と農地の保全を図るため、農地法面の草刈りや水路の泥上げなど、地域で行う共同

活動を支援しました。 

●農業生産性の向上を図るため、かんがい排水やため池などの農業水利施設の補修や整備を行いま

した。 

 

 

 

●本市は那珂川と久慈川に挟まれた平坦で肥沃な土地に恵まれており、農業は基幹産業となっ

ています。 

●農家戸数は、農業従事者の高齢化や後継者不足により減少傾向にあります。 

●地域農業の中心的担い手である認定農業者数は、横ばいの傾向にあります。 

●安全・安心で質の高い農畜産物の生産や多様な事業者との連携を通して、販売戦略の構築や

新たな食の流通などアグリビジネスに資する取組を積極的に進めています。 

●担い手農家の育成や農地の集約化と経営規模拡大を図るため、新規就農希望者や認定農業者

への支援を行っています。 

●主食用米の消費量は、人口減少や消費者の嗜好
し こ う

変化により、減少しており、価格も安値傾向

にあります。 

●農地面積は、宅地への転用などにより減少しています。遊休農地などの面積は、市農業委員

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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会との連携や農地中間管理事業により横ばいの傾向にあります。 

●農地の集積及び集約を図るため、基盤整備を推進しています。 

 

 

 

●６次産業化＊と地域ブランドの創出の取組を通じて、販路拡大を進める必要があります。 

●消費者が安心できる農作物を需要に応じて安定的に供給できる体制を整える必要がありま

す。 

●農作物被害を防ぐため、病害虫や有害鳥獣対策を継続する必要があります。 

●主食用米の価格安定のため、生産効率化や高収益作物への転換を図る必要があります。 

●持続可能な農地利用及び営農を実現するため、農地と営農する人の問題に地域と一体的に取

り組む必要があります。 

●地域の担い手農家と協働し、新規就農者の定着や認定農業者の規模拡大を支援する必要があ

ります。 

●農地の有効活用を図るため、市農業委員会との連携や農地中間管理事業による集約化を進め

る必要があります。 

●離農などにより農地の保全管理が困難とならないよう、地域による共同活動の継続支援やリ

ーダーを育成する必要があります。 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

担い手農家への農地集積率 23.2％ 28.0％ 30.0％ 

認定農業者数 89人 100 人 105 人 

 

 

                                              

基本事業１ 農業の収益力向上 

■方針 

●農畜産業者で組織するアグリビジネス＊ネットワーク組織への

支援を通して、農業の収益力向上と地域農業の活性化を図りま

す。 

●セミナーや実技講習を実施し、市産農畜産物の品質向上に努め

ます。 

●農業生産者や事業所、学校と連携して、かぼちゃなどを活用し

た地域ブランド商品の開発や、農業の６次産業化＊、一次加工

を進め、付加価値の向上を図ります。 

●「いぃ那珂そだち＊」のロゴマークを活用し、市産農畜産物の

ブランド化を進めます。 

●農産物直売所と連携したイベント開催や学校給食への地元野

菜の利用拡大を図り、地産地消を進めます。 

●金融機関や事業所と連携したマッチングイベントを開催し、実

需者＊への販路拡大につながる地産外商に取り組みます。 

●生産性及び収益性の向上につながるＩｏＴ＊を活用したスマー

ト農業＊への取組やＩＣＴ＊を活用した農産物の販路拡大につ

いて、先進事例を調査し、農畜産業者への情報提供に努めます。 

■主な現事務事業 

・園芸振興支援事業 

・農業活動拠点施設管理事

業 

那珂ビジョン（投資） 

・アグリビジネス戦略推進

事業 

 

基本事業２ 安全な食料の安定供給 

■方針 

●農作物の安定供給や農業の発展を図るため、環境負荷低減に配

慮した持続的な農業に対する取組への支援に努めます。 

■主な現事務事業 

・経営所得安定対策奨励補

助事業 

対象 

意図 

成果指標 

農家 

生産意欲を持って農業に従事する 

◎ 施策の目的と成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 
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●安全・安心な食料を安定的に届けられるように、需要に応じた

野菜栽培を振興するとともに、県やＪＡと連携して農業栽培技

術の指導及び普及を図ります。 

●経営所得安定対策を推進し、水稲生産農家の経営安定に努める

ことで、食料の安定供給を図ります。 

●放射性物質の検査を継続し、安全・安心な農作物の提供に努め

ます。 

●関係団体との連携により、病害虫及び有害鳥獣からの農作物被

害の軽減を図ります。 

●畜産農家に対し、伝染病の予防に関する啓発や情報提供を行い

ます。 

・農産物原子力被害対策事

業 

・農産物被害防除事業 

 

基本事業３ 農地の有効活用と担い手農家による農業の展開 

■方針 

●持続可能な農業を実現するため、人・農地プラン＊を地域と一

体となって作成に取り組みます。 

●遊休農地については、パトロールによる調査及び指導により解

消に努めます。 

●担い手農家への農地集積、経営規模拡大及び遊休農地の解消を

図るため、農地中間管理事業による農地流動化を促進します。 

●農地の集積及び集約に伴う大規模経営化対策として、機械設備

の購入に対する補助を行います。 

●市農業担い手確保・育成協議会ＭＩＲＡＩとの協働により、新

規就農者の確保や育成を図ります。 

●地域おこし協力隊＊による情報発信や農業体験ツアーの開催、

教育機関との連携により、農業関係人口づくり進めます。 

■主な現事務事業 

・人・農地プラン推進事業 

・遊休農地対策事業 

・担い手育成支援事業 

・農地中間管理事業 

那珂ビジョン（投資） 

・新規就農協力隊推進事業 

基本事業４ 生産基盤の整備と保全 

■方針 

●農業生産性の向上を図り、農業構造改革に対応するため、ほ場

の再整備や国営事業に関連する農業水利施設の整備を進めま

す。 

●既存の農業水利施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコスト＊

の低減に努めます。 

●地域資源でもある農地の基礎的保全活動を支援する多面的機

能支払交付金を活用し、農地の保全を図りながら、地域のリー

ダーの育成を進めます。 

■主な現事務事業 

・土地改良推進事業 

・土地改良基盤整備事業 

・那珂川沿岸農業水利事業 

              

関連する 

市の計画 

人・農地プラン（毎年更新） 
市鳥獣被害防止計画（令和５年度～令和７年度） 
アグリビジネス戦略（令和３年度～令和７年度） 
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第５章 活力あふれる交流と賑わいのまちづくり 

施策２ 地域に活力をもたらす商工業の振興を図る 

 

  

 

●新型コロナウイルス感染症の影響のある事業者に対し、市の独自支援を行いました。 

●創業支援やサテライトオフィス＊の機能を備えた複合施設「いぃ那珂オフィス」を整備しました。 

●企業支援コーディネーター＊による「よろず相談窓口」を設置し、市内事業者への伴走型の支援

を行いました。 

●市商工会と連携するとともに「いぃ那珂オフィス」を活用し、創業者の支援に努めました。 

●市内外の各種イベントなどにおいて、市特産品ブランド認証品のＰＲ及び販売に努めました。 

●複合型交流拠点施設「道の駅」の整備に向けて基本構想及び基本計画を策定しました。 

●就業の機会を増やすため、いばらき就職・生活総合支援センターやハローワークなどの関係機関

と連携し、就職情報の提供や相談会を開催しました。 

 

 

 

●新型コロナウイルス感染症の影響のある市内事業者へ支援を適宜実施しています。 

●令和３年度の特産品ブランドについては、33品目の商品が認証を受けています。 

●複合型交流拠点施設「道の駅」の整備を推進しています。 

●那珂西部工業団地や向山工業専用地域を中心に製造業などの工場が立地していますが、那珂

西部工業団地に分譲地が５ｈａ残るなど、地区内にまだ立地していない箇所があります。 

●常磐自動車道沿線を横断するガスパイプラインについては、向山工業専用地域西地区を中心

に、ガス供給を活用することができます。 

●電源立地地域ならではの優遇制度を活用した植物工場などの進出を支援しています。 

 

 

 

 

●新型コロナウイルス感染症の影響のある市内事業者へ支援を適宜実施していく必要があり

ます。 

●特産品ブランドについては、近年の購買活動の変化など、消費者ニーズも多様化しているこ

とから、認証品としての競争力強化に努める必要があります。 

●企業支援コーディネーター及び「いぃ那珂オフィス」を活用し、創業や事業承継など、市内

事業者への支援を行っていく必要があります。 

●複合型交流拠点施設「道の駅」については、持続可能な運営体制を構築していく必要があり

ます。 

●那珂西部工業団地や向山工業専用地域を中心に新たな企業の誘致活動を行い、市内における

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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雇用の促進を図る必要があります。 

●菅谷寄居地区の工業地域に、商工業の発展につながる企業の進出を推進していく必要があり

ます。 

●地元の企業や大学などと産学官連携を進め、就職支援を行う体制を構築していく必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

商業（商品販売額/ 従業員数） 

工業（製造品出荷額/ 従業員数） 

765 668 666 756

3,446
3,051

2,572
2,930

0

500
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平成19年 平成24年 平成26年 平成28年
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商品販売額 従業員数（商業）

527 504 545 555

2,161
2,000
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（人）（億円）

製造品出荷額 従業員数（工業）

2,376 
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 現状値 
中間目標値 
（令和７年） 

目標値 
（令和９年） 

商品販売額 
756 億円 

(平成 28 年) 
756 億円 756億円 

従業員数（商業） 
2,930人 

(平成 28 年) 
2,930人 2,930人 

製造品出荷額 
555 億円 

（令和２年） 
555 億円 555億円 

従業員数（工業） 
2,291 人 

（令和２年） 
2,291 人 2,291 人 

 

 

 

                                              

基本事業１ 商業の振興 

■方針 

●新型コロナウイルス感染症の影響のある事業者に対し、適宜支

援に努めます。 

●市特産品ブランド認証制度を推進するため、認証品のＰＲや新

たな販路確保に努めます。 

●市商工会と連携して、経営指導や融資制度の充実を図るととも

に、人材育成に努めます。 

●いぃ那珂オフィスを拠点とし、創業支援や移住相談など「企業」

と「ひと」、「地域」が様々な結びつきを生み出す場を提供する

ことで、市内商業全体の活性を図ります。 

●意欲的な商業団体などの取組を支援することで、まちなかの賑

わい創出に努めます。 

●賑わいの創出や交流人口＊を増やすため、商業施設や宿泊施設

などの新規立地を促進します。 

●複合型交流拠点施設「道の駅」の整備を推進します。 

■主な現事務事業 

・商工業者緊急応援事業 

・中小企業振興対策事業 

那珂ビジョン（育成） 

・いい那珂オフィス創業支

援事業 

那珂ビジョン（支援） 

・がんばる商店街支援事業 

那珂ビジョン（投資） 

・特産品ブランド化推進事

業 

・複合型交流拠点施設「道

の駅」推進事業 

 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民、商工業事業所 

健全な経営がなされる、雇用の場が確保される 
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基本事業２ 工業の振興 

■方針 

●新型コロナウイルス感染症の影響のある事業者に対し、適宜支

援に努めます。 

●経営の安定化や後継者不足に対応するため、市商工会や企業支

援コーディネーター＊と連携して、経営指導や融資制度の充実、

人材育成に努めます。 

●茨城港（日立港区及び常陸那珂港区）に近接し、常磐自動車道

那珂インターチェンジを有する地理的優位性や、ガスパイプラ

インが横断しガス供給資源が活用できるという利便性を活か

すとともに、固定資産税の優遇制度などを活用して、那珂西部

工業団地や向山工業専用地域などへの企業誘致を積極的に推

進します。 

■主な現事務事業 

・商工業者緊急応援事業 

・中小企業振興対策事業 

那珂ビジョン（育成） 

・いい那珂オフィス創業支

援事業 

那珂ビジョン（投資） 

・企業立地促進事業 

 

基本事業３ 雇用対策の促進 

■方針 

●就業の機会を増やすため、いばらき県央地域連携中枢都市圏＊

の構成市町村と合同での就職説明会の開催、ハローワークなど

関係機関と連携した就職情報の提供や相談窓口の運営及び子

育て中の女性を対象にしたセミナーを開催します。 

●企業支援コーディネーターの配置により、既存事業所や起業者

及び創業者への支援を行うことで、地場産業の競争力を強化

し、雇用の創出につなげます。 

■主な現事務事業 

・商工総務事務費 

那珂ビジョン（育成） 

・いい那珂オフィス創業支

援事業 
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第５章 活力あふれる交流と賑わいのまちづくり 

施策３ 地域資源を活かした観光の振興を図る 

 

  

 

●那珂総合公園では、市の花であるひまわりをシンボルとした「なかひまわりフェスティバル＊」

を、日本さくら名所 100選に選ばれている静峰ふるさと公園では、「八重桜まつり＊」などのイベ

ントを開催し、観光の振興を図りました。 

●観光ＰＲを行い、市の認知度向上に努めました。 

●地域に根差した伝統的な祭りに対して、継続性を見据えた支援を行いました。 

●静峰ふるさと公園の魅力向上を図るため、バーベキュー施設などの整備を行いました。 

●静峰ふるさと公園では、桜の更新作業を行うとともに、地域おこし協力隊＊主催によるイベント

の開催や、イルミネーションを実施するなど、年間を通した魅力向上を図りました。 

●一の関ため池親水公園にある曲がり屋と月の風景が評価され、「日本百名月」に認定されました。 

●令和２年度に、市自転車活用推進計画を策定し、自転車の活用を推進しました。 

●令和２年度からフィルムコミッション＊活動を強化し 32か所登録しました。 

●令和３年度に茨城県フィルムコミッション等協議会へ加入し、市内ロケ候補地を５か所追加、４

件を誘致しました。 

 

 

 

●静峰ふるさと公園や清水洞の上公園、一の関ため池親水公園など、観光資源としての利活用

を図っています。 

●観光イベントなどの実施を通し、市内への交流人口＊の拡大を目指すとともに、地域の活性

化を図っています。 

●気軽に安心して自転車を利用してもらうために、サイクルサポートステーション＊協力店の

登録や地域資源を活かしたサイクリングイベントを開催しています。 

●より広い対象者へ観光情報を周知するため、ホームページやＳＮＳ＊など様々な媒体で発信

しています。 

 

 

 

●いばらき県央地域連携中枢都市圏＊の構成市町村が連携し、広域的な観光ツアーを造成、実

施するなど、効果的に誘客を図る必要があります。 

●静峰ふるさと公園は、魅力向上事業によるソフト事業の展開、施設の追加的整備、民間活力

や地域おこし協力隊の活用などにより、通年型で多世代での集客力向上に取り組む必要があ

ります。 

●サイクルツーリズム＊による地域の活性化を図るため、継続的なサイクリングイベントの開

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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催や情報発信を行う必要があります。 

●観光情報の発信においては、ターゲットを明確にして、ホームページやＳＮＳ＊などを活用

し、より広い対象者へ周知していく必要があります。 

●より市の魅力を伝えられるロケーション撮影地候補を選定し、充実させていく必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

観光入込客数 77,903 人 330,000人 330,000人 

 

 

 

                                              

基本事業１ 観光イベントによる地域活性化 

■方針 

●交流人口＊の拡大による地域の活性化を図るため、「なかひまわ

りフェスティバル＊」及び「八重桜まつり＊」を開催します。 

●市民や団体などが主体となって開催するイベントを支援しま

す。 

■主な現事務事業 

・なかひまわりフェスティ

バル事業 

・八重桜まつり事業 

那珂ビジョン（投資） 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

市民、観光客 

市への来訪者を増やし、観光振興を図る 

観光入込客数 

266,000
235,400 229,190

34,333
77,903

0

100,000

200,000

300,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

(人)
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●地域に根差した伝統的な祭りを支援します。 

●サイクリストにとって、居心地が良い環境づくりを進めるとと

もに、サイクリングイベントを通して交流人口＊の創出を図り

ます。 

・いい那珂サイクルプロジ

ェクト推進事業 

基本事業２ 観光資源の発掘と活用 

■方針 

●市民と共に魅力的な観光資源を創造し、交流人口の拡大を図り

ます。 

●既存の観光資源である静峰ふるさと公園に、多世代が集える拠

点として公園の魅力向上を図ります。 

●既存の地域資源を新たな視点で見直すことで、更なる観光資源

の利活用を図ります。 

●いばらき県央地域連携中枢都市圏＊の構成市町村と連携し、地

域の魅力を市内外に発信する観光ＰＲ事業を展開するととも

に、地域の観光資源をめぐる周遊イベントを開催するなど、広

域観光を推進します。 

■主な現事務事業 

・静峰ふるさと公園魅力向

上事業 

・各観光施設管理事業 

那珂ビジョン（支援） 

・清水洞の上整備事業 

 

基本事業３ 観光情報の発信 

■方針 

●市内の観光情報を収集し、観光パンフレットや市観光協会ホー

ムページで紹介するほか、「いぃ那珂暮らし応援団＊」と連携し

て、ＳＮＳ＊で情報発信するなど、観光情報の発信力強化を図

ります。 

●いばらきフィルムコミッション＊と連携して市内ロケ地候補を

増やし、映画、ドラマやミュージックビデオなどのロケーショ

ン撮影を誘致し、作品を通して市を発信します。 

■主な現事務事業 

・観光事務 

・団体補助事業（市観光協

会） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 行財政改革の推進による自立したまちづくり 
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第６章 行財政改革の推進による自立したまちづくり 

施策１ 効果的・効率的な行政運営を推進する 

 

  

 

●行財政改革を確実に推進するため、令和元年度から令和５年度までの５年間を期間とする第４次

市行財政改革大綱＊に基づき、37項目からなる行財政改革に着手しました。 

●行政評価システムにより施策評価及び事務事業評価を実施し行政サービスの質の向上に努めま

した。また、評価結果を公表することで透明性の高い行政運営を推進しました。 

●行政評価に対する客観性を確保するとともに、市民目線の意見を施策に反映させるため、令和２

年度から、有識者、各種団体代表などで組織する行財政改革懇談会による外部評価を開始しまし

た。 

●令和４年度に木内酒造株式会社と包括連携協定を締結し、包括連携協定先が 14団体となりまし

た。 

●水戸市を中心とする県央地域の９市町村が連携及び協力し、定住に必要な生活機能の確保及び充

実を図るため、平成 28年７月に茨城県央地域定住自立圏＊を形成し、さらに令和４年２月には、

より広範な分野での連携が可能となるいばらき県央地域連携中枢都市圏＊の形成に関する連携協

約を水戸市と締結しました。 

●市総合計画と各種計画との整合性を図りながら、それぞれの計画の目標達成に向けて進行管理を

行うことで、各分野にわたる行政運営を計画的に進めました。 

●市政運営の新たな指針として第２期総合戦略及び那珂ビジョン＊を策定しました。 

●業務の効率化を図るため、一部の業務でＲＰＡ＊の実証実験を行い、効果が確認できたため、令

和４年度からＲＰＡを導入しました。 

●民間のノウハウを活かし市民サービスの向上と経費の削減を図るため、那珂聖苑で平成 30年度

から指定管理者制度＊を導入しました。 

 

 

 

●行政組織については、市民サービスの低下を招かないよう、必要に応じた見直しを行ってい

ます。 

●行政評価システムは、予算や実施計画と連携することによりＰＤＣＡサイクル＊をより実効

性のあるものとしています。 

●令和３年度（令和２年度振り返り）の施策評価の結果では、31 施策中、５年前より向上した

としている施策が 14 施策で 45％、近隣団体と比較し、どちらかといえば高水準、同水準と

している施策は 22施策で 71％となっています。 

●令和３年度（令和２年度振り返り）の事務事業評価においては、評価対象事業 217 事業のう

ち、廃止、休止、終了及び統廃合が 13 事業、見直しが 128 事業で、それらを合わせた 141

事業（65％）が見直しなどとして評価されており、効率的かつ効果的な行財政運営に資する

結果であると考えられます。 

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●指定管理者制度＊は、市総合保健福祉センター、常陸鴻巣駅ふれあい駅舎及び那珂聖苑で導

入しています。 

●ＲＰＡ＊を利用する業務を拡大するため、対象業務の選定を進めています。 

 

 

 

●市の財政状況が厳しい中で、市民満足度の高い行政サービスを提供していくためには、行財

政改革を引き続き推進する必要があります。また、行政評価システムは、より効果的な活用

が可能であるか検討が必要です。 

●市民サービスの向上や行政事務の改善を図るため、職員研修や人事評価制度により、職員の

職務遂行能力の向上や人材育成に取り組む必要があります。 

●人事評価制度については、職員の業績や能力を公正に評価するための評価者の能力向上に取

り組む必要があります。 

●地方分権の進展に伴う地域間競争に勝ち抜くために、地域の魅力の発信力を強化し地域活性

化を図るとともに、市民との連携はもとより産学官連携の充実を進める必要があります。 

●個人情報の保護や漏えいの懸念が指摘されているため、情報セキュリティの強化対策が必要

です。 

●自治体の情報システムの標準化及び共通化、行政手続のオンライン化＊などを踏まえ、セキ

ュリティポリシー＊やセキュリティ対策を適切に見直す必要があります。 

●行政手続のオンライン化、ＲＰＡの活用などデジタル技術に対応できる人材を育成する必要

があります。 

●事務の効率化による業務負担の軽減や効率的な人員配置のため、各種業務の民間委託などに

ついて推進する必要があります。 

●変化する社会情勢から生じる課題や多様化する市民ニーズに対して、意欲を持って職務を遂

行できるよう職員の意識改革に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 課題 

行政サービスに対する市民の満足度 
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 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

行政サービスに対する市民の

満足度 
74.2％ 78.0％ 80.0％ 

 

 

                                              

基本事業１ 行財政改革・行政評価の推進 

■方針 

●持続可能な地域社会の形成や新たな行政ニーズに的確に対応

できるように、効果的な行政経営を推進します。 

●限られた財源の中で効率的かつ効果的に行政経営を行うため、

職員の定員管理の適正化に努めるとともに、行政評価システム

を活用することにより取り組むべき施策や事業の改革改善を

行い、行政のスリム化に努めます。 

●行財政改革の推進に当たっては、職員が自らの問題として捉

え、全庁的に取り組むとともに、外部評価を実施し市民の意見

を行政運営に反映します。 

■主な現事務事業 

・行政改革推進事業 

基本事業２ 地方分権化への対応 

■方針 

●産学官連携の内容を充実して、まちづくりや地域振興に有効な

施策又は事業の企画立案に活用します。 

●権限移譲や市民ニーズの多様化により増加又は高度化する業

務に対応し、独自性を持った政策を立案及び形成できるよう

に、職員の資質向上を図ります。 

■主な現事務事業 

那珂ビジョン（支援） 

・いい那珂パートナー連携

事業 

基本事業３ 広域行政の推進 

■方針 

●いばらき県央地域連携中枢都市圏＊については、地域経済の活

性化や都市機能の向上、生活環境の充実など各政策分野におけ

る施策の展開を構成市町村と連携を図りながら実施します。 

■主な現事務事業 

・広域連携事業 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

行政 

効果的かつ効率的に行政サービスを提供する 
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基本事業４ 計画行政の推進 

■方針 

●市総合計画をはじめとする各種計画の策定に当たっては、アン

ケートやワークショップ＊などの実施により各世代の市民意見

を的確に把握し、計画への反映に努めます。 

●市総合計画と各種計画との整合性を図り、目標の達成に向けて

進行管理を行うことで、各分野にわたる行政運営を統一的かつ

確実に推進します。 

●市総合計画に掲げる施策を確実に展開するため、選択と集中による

実効性の高い実施計画を策定し、計画的に行政運営を進めます。 

■主な現事務事業 

・総合計画策定事業 

・各種計画策定・管理事務 

基本事業５ デジタル化の推進と効果的な行政運営 

■方針 

●自治体の情報システムの標準化及び共通化、行政手続のオンラ

イン化＊、ＡＩ＊・ＲＰＡ＊の利用などデジタル化＊を推進する

ことで、業務の効率化を図り、人的資源を行政サービスの更な

る向上につなげていきます。 

●ＰＰＰ＊／ＰＦＩ＊などの民間活力の導入については、効果や

課題を十分に検証した上で、適切な行政サービスを確保しなが

ら活用を進めます。 

●社会経済情勢の変化に的確に対応できる職員を育成するため、

職位や職務に応じた基礎的役割を認識するための階層別研修、

政策形成能力や法務能力の向上を重視した専門研修を実施す

るほか、国や県に実務研修生として職員を派遣するなど、職員

研修の充実を図ります。 

●各職場におけるＯＪＴ＊を通して公務員としての意識を醸成

し、市民目線で応対できる職員となるように、効果的な人材育

成を行います。 

●人事評価制度の活用により、目標の達成に向けて個々の職員が

職務遂行能力を高めることで、職員全体のスキルの底上げを図

るとともに、職員の能力及び実績に基づいた人事管理を行いま

す。 

●多様で柔軟な働き方が選択できる環境を整備することにより、

職員のワーク・ライフ・バランス＊を確保するとともに、仕事

の見える化を意識して情報の共有と業務の効率化を図り生産

性を高めることで、職員が意欲を持って職務を遂行できる環境

づくりを進めます。 

●新たな行政課題や市民の多様なニーズに即応した施策を実行

するため、行政組織の充実及び強化に取り組むとともに、組織

の横断的な連携を図りながら、プロジェクトチーム＊などを臨

機に編成し、組織の効率化を目指します。 

■主な現事務事業 

那珂ビジョン（育成） 

・高度情報化推進事業 

・職員研修事業 

・行政改革推進事業 

・総務事務費 

 
関連する 

市の計画 
第４次市行財政改革大綱（令和元年度～令和５年度） 
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第６章 行財政改革の推進による自立したまちづくり 

施策２ 健全な財政運営を図る 

 

  

 

●市税、各種使用料などの納付について、利便性向上や機会の拡充を図るため、コンビニエンスス

トアでの納付やスマートフォンアプリ＊を用いた納付を可能にしました。また、口座振替推進会

議を開催し、関係機関と口座振替推進強化を図るとともに、ペイジー＊口座振替受付サービスの

導入により、市税などの口座振替を推進しました。 

●市税、各種使用料などの公金の滞納については、市収納対策推進本部会議を設置して収納の強化

を図りました。 

●市の広報紙やホームページへの有料広告掲載、動画モニターや広告付き案内板の設置、ネーミン

グライツ＊の導入のほか、ふるさとづくり寄付＊や企業版ふるさと納税の推進により、自主財源の

確保を図りました。 

●経費の節減合理化と財源の効果的及び効率的な配分による予算編成に取り組み、持続可能な財政

運営を図りました。 

●統一的な基準による地方公会計制度＊の推進及びそれに伴う固定資産台帳の整備更新を通して、

財政状況及び保有資産の透明性の向上に努めました。 

●市保有の財産及び物品を適切に管理するとともに、活用が図られていない市有地などについては

売却処分を行いました。 

●バリアフリー＊化や脱炭素＊化に努め、誰もが安心して利用できる施設づくり推進するため、市公

共施設等マネジメント計画を令和３年度に改定しました。 

 

 

 

●徴収率は、滞納者の法的処分の強化と口座振替の推進、コンビニエンスストアでの収納など

により令和３年度は 97.5％となっており、県平均 97.3％を上回っています。 

●有料広告については、各媒体の特性を活かしながら拡充を進めています。 

●ふるさとづくり寄付については、特産品などの謝礼品の数やポータルサイト＊の数を増やし

たことにより寄附が増加しています。 

●本市の財政状況は、令和３年度末で経常収支比率＊が 85.9％、市債残高が約 180億円、基金

残高が約 62億円となっています。 

●歳入は、市税についてはほぼ横ばいで推移している状況にあり、地方交付税についても、今

後大幅な増加は見込めない状況となっています。 

●歳出は、扶助費＊や公債費＊などの義務的経費が増加しているほか、道路などの社会資本＊整

備や老朽化している公共施設の修繕に対する財政需要が高まっています。 

●監査制度の「例月現金出納検査＊」、「定期監査＊」及び「決算審査＊」において、市の予算執

行などについて厳正な監査などが行われています。 

 

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 
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●企業誘致、雇用確保などの施策を含め、総合戦略に掲げた移住・定住促進策を推進し、税収

を確保する必要があります。 

●有料広告については、引き続き広告代理店方式＊を推進し、安定した収入の確保に努める必

要があります。 

●ふるさとづくり寄付＊については、市や特産品などのＰＲを進めながら、謝礼品の更なる拡

充を図り、自主財源の確保に努める必要があります。 

●人口減少や少子高齢化の進展など社会情勢の変化により、歳入の根幹である市税については

伸びが見込まれない中、公共施設などの老朽化による計画的な大規模修繕、社会保障費の増

加などが見込まれており、対応が必要となっています。 

●持続可能な発展を図るため、総合戦略に位置付けられた事業を推進しつつ、引き続き、歳入

に見合った行政運営を進め、経費の節減合理化を図っていくことが必要となっています。 

●市有地などの公有財産について、適切に管理する必要があります。 

●市公共施設等マネジメント計画に基づき、維持修繕を計画的に行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

経常収支比率 85.9％ 90.0％ 89.0％ 
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◎ 課題 

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

財政 

自主財源を確保し、収支バランスのとれた健全な状態にする 

経常収支比率 
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基本事業１ 財源の確保 

■方針 

●口座振替の推進と納税機会の拡充を図るとともに、様々な機会

を捉えて、市民の納税意識を高めるための啓発を進め、納期内

納付を促進します。 

●公金を適正に収納して自主財源の確保を図るため、市収納対策

推進本部会議が中心となり、全庁的に滞納整理に取り組みま

す。 

●企業誘致の推進や有料広告収入の安定化、ふるさとづくり寄付＊

金の謝礼品の拡充、企業版ふるさと納税の推進など、自主財源

を確保するための取組を進めます。 

■主な現事務事業 

・市税の賦課徴収事務 

・各種公金収納事務 

・収納対策事務 

・ふるさと寄付金「ふるさ

との便り」事業 

基本事業２ 健全な財政運営の確立 

■方針 

●行政評価システムを通して、事務事業における達成目標の定量

化と効果を把握し、翌年度の施策内容や予算編成に活用しま

す。 

●事務事業評価に基づき、事業の計画的かつ効果的な推進と経費

の節減合理化を図るとともに、長期的な視点に立って適正な市

債の発行に努めるなど、持続可能な財政運営を進めます。 

●財務書類なども活用し、市の財政状況を分かりやすく公表する

ことで、市民の財政運営に対する理解を促します。 

■主な現事務事業 

・行政改革推進事業 

・財政事務費 

・監査委員設置事業 

 

基本事業３ 公有財産の適正管理と有効活用 

■方針 

●活用が図られていない市有地などについては、売却を進めま

す。 

●公用車については、集中管理により効率的に運用し、適正な保

有台数を維持します。 

●公共施設については、市公共施設等マネジメント計画に基づ

き、老朽化に伴う施設の修繕や長寿命化を計画的に行い、維持

管理に係る財政負担の平準化を図るとともに、バリアフリー＊

化や脱炭素＊化の視点も踏まえ、施設の適正配置と安全・安心

な管理運営を推進します。 

■主な現事務事業 

那珂ビジョン（投資） 

・財産管理事務費 

 

 

 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 

関連する 

市の計画 

第４次市行財政改革大綱（令和元年度～令和５年度） 
市公共施設等マネジメント計画（平成 27年度～令和 26年度）、 
市公共施設等マネジメント計画 第 1期行動計画（平成 27 年度～令和６年度） 
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第６章 行財政改革の推進による自立したまちづくり 

施策３ 多様な行政サービスを提供する 

 

  

 

●令和３年７月から、遺族が市役所で行う諸手続をまとめて取り扱うための窓口「おくやみデスク」

を開設しました。 

●各課窓口への案内表示を来庁者に分かりやすい表現に変更しました。 

●混雑を避け、スムーズな交付手続を実施するため、日曜日に予約制のマイナンバーカード＊交付

事務を始めました。 

●市民にとっても、支払の選択肢が増えることや現金を準備する手間がなくなること、手続にかか

る時間や待ち時間が少なくなることなどのメリットがあるキャッシュレス決済＊を導入しました。 

●連携協定を締結している企業に講師を依頼し、接遇マナー研修を開催しました。 

●令和３年から、行政手続の簡素化を推進し、市民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、申請

書などの押印及び署名の見直しを実施しました。 

 

 

 

●質の高い窓口サービスの提供と市民の利便性の向上を図るため、市窓口サービス検討委員会

を設置して、より良いサービスの手法や体制を研究し、導入に努めています。 

●平成 12 年 12月から木曜日に限り窓口を午後７時 30分まで延長しています。また、平成 23

年９月から日曜開庁も実施しています。一定の期間が経過しており、市民にも定着していま

す。 

●関連する複数の手続を１か所で済ませる「ワンストップサービス」については、来庁された

市民の方が動くことなく、職員がローテーションで入れ替わり対応する、「職員派遣型」と

呼ばれる方式で実施しています。 

●平成 28年１月から住民票及び印鑑証明書を、令和元年 12 月からは所得証明書及び課税証明

書のコンビニ交付を開始したことにより、市民の利便性の向上を図っています。また、マイ

ナンバーカードの交付件数の増加に伴い、コンビニ交付利用件数は徐々に増加しています。 

 

 

 

●窓口サービスの向上を図るためには、市民視点の適切な接遇や業務水準の向上が不可欠とな

っています。そのため、来庁者に対する接遇の改善や、職員の業務に対するスキルアップを

図る必要があります。 

●ワンストップサービスの導入については、来客スペースや職務スペースが手狭になってきて

いるなどの問題がある一方、自治体におけるＤＸ推進の動きが活発化している昨今、デジタ

ル技術やデータを活用して、市民の利便性を向上させることが求められているため、市窓口

 

 

前期基本計画の取組 

◎ 現状 

◎ 課題 
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業務の体制についても、これらの状況を踏まえて検討していく必要があります。 

●マイナンバーカード＊の普及啓発に努め、市民の利便性向上と事務効率化を図る必要があり

ます。 

●権限移譲は事務量の増大につながることから、移譲事務の効果を検証し、行財政改革との整

合性を図りながら、適切に進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状値 
（令和３年度） 

中間目標値 
（令和７年度） 

目標値 
（令和９年度） 

窓口サービスが充実している

と感じている市民の割合 
63.4％ 75.0％ 80.0％ 

行政サービスに対する市民の

満足度 
74.2％ 81.4％ 85.2％ 

 

  

◎ 施策の目的と成果指標 

対象 

意図 

成果指標 

市民 

必要なサービスを適切かつ迅速に受けることができる 

窓口サービスが充実していると感じている市民の割合 

62.9 59.8 59.3 61.4 63.4
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基本事業１ 窓口サービスの充実 

■方針 

●適切かつ迅速な窓口サービスを提供するため、職員の業務知識

と接遇技術の向上を図ります。また、市民視点の親切で丁寧な

窓口対応に努めます。 

●市窓口サービス検討委員会において、より良いサービスの手法

又は体制について研究又は導入を進めるとともに、快適な待合

スペースを整備するなど、窓口環境の改善に努めます。 

●窓口サービスの更なる向上のため、電子申請の取組を推進し、

ＤＸを踏まえたワンストップ総合窓口＊の設置について検討し

ます。また、窓口業務の民間委託については、国の動向を踏ま

えながら、先進事例などの研究を行います。 

■主な現事務事業 

・各課窓口業務 

・総合案内業務 

基本事業２ より便利な行政サービスの構築 

■方針 

●市民アンケート＊を活用して市民ニーズを的確に把握し、行政

サービスの向上を図ります。 

●マイナンバーカード＊の普及啓発を進めるとともに、コンビニ

での証明書交付や子育てに関するオンライン申請など、マイナ

ンバーカードを活用した行政サービスを提供し、市民の利便性

向上と事務の効率化を図ります。 

●権限移譲については、行政サービスの向上と効果を検証しなが

ら、適切に取り組みます。 

■主な現事務事業 

・市民アンケート事務 

・窓口時間延長事務 

・日曜開庁事務 

・証明書コンビニ交付事業 

・個人番号カード交付等事

業 

・権限移譲事務 

 

 

 

 

◎ 基本事業と方針、主な現事務事業 
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用語集  
文中で「*」印を付した語句の説明を掲載しています。 

あ行 

空き家バンク 空き家の賃貸又は売却を希望する人から申込みを受けた情報を、空き家の

利用を希望する人に紹介する仕組みのこと。 

アグリビジネス アグリカルチャー（農業）とビジネス（事業）を組み合わせた造語で、農

業に関連する幅広い経済活動の総称。その領域は、農業生産部門のほか、

生産資材を供給する部門、農産物の加工・流通部門など、多岐にわたる。 

アプリ アプリケーションソフトウェアの略で、特定の作業を行う目的で設計され

たソフトウェアのこと。 

いぃ那珂暮らし応援団 市の知名度の向上と活力のあるまちづくりの推進を図るため、市の魅力や

好きなところをＰＲする組織。ＳＮＳで市に関する楽しい投稿をシェアし

たり、応援団の企画に参加したり、市産のものを購入するなどを行ってい

る。 

いぃ那珂宣伝部 いぃ那珂暮らし応援団の中で、市の魅力や地域資源などの情報を収集又は

発信する活動を専門に行う部門。 

いぃ那珂そだち 市で育てられた野菜や畜産物、穀物、花き類などの農畜産物を応援し、多

くの方に市産農畜産物の魅力を知ってもらうために作成されたキャッチコ

ピーのこと。 

いぃ那珂マルシェ 毎月開催されている、市産の野菜や農産物加工品を販売するイベントのこ

と。 

イノベーション 技術革新のこと。社会的に大きな変化を起こすことを指す。 

茨城県央地域定住自立

圏 

中心市である水戸市と近隣市町村である那珂市、笠間市、ひたちなか市、

小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村が 1 対１の協定を締結して形

成された圏域のこと。集約とネットワークの考え方に基づき、中心市にお

いて圏域全体の暮らしに必要な都市機能を集約的に整備するとともに、近

隣市町村において必要な生活機能を確保し、互いに役割を分担しながら連

携及び協力することによって、圏域全体の活性化を図ることを目的として

いる。 

いばらき県央地域連携

中枢都市圏 

連携中枢都市圏構想は、人口減少・少子高齢社会にあっても、地域社会を

持続可能なものとするために、地域において中核性を備える中心都市が近

隣の市町村と連携し、コンパクト化とネットワーク化により、人の流れの

創出、活力ある社会経済の維持などを目的とし、施策を展開していくため

の制度。茨城県央地域定住自立圏の中心市である水戸市が中核市に移行し

たことを契機として、これまでの取組を一層深化させるため、令和４年２

月に連携中枢都市圏に移行した。 

いばらきパートナーシ

ップ宣誓制度 

性的マイノリティでありパートナーシップの関係にある者同士が、互いに

協力して継続的に生活を共にすることを約した宣誓書を県に提出し、県が

受領証などを交付する制度。法律上の効果はないものの、自分らしく暮ら

せるダイバーシティ社会を築くことを目指した制度のこと。 

医療的ケア児 医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）などに長期

入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、たんの吸引や経

管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。 

医療福祉費支給制度 小児、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障がい者などの医療福祉費受給対
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（マル福） 象者が、医療保険で病院などにかかった場合に、一部負担金相当額を公費

で助成し、医療費の負担を軽減する制度のこと。 

インスタグラム ＳＮＳの一つで、写真や動画の投稿をメインとしているサービスのこと。 

インターンシップ 学生が社会に出る前に実際に仕事を体験する制度のことで、「就業体験」や

「職業体験」とも言われる。 

インフラ インフラストラクチャーの略で、社会全体で共有される公共的、公益的な

設備や施設、構造物などを指し、具体例として道路や上下水道、電気、通

信網などが挙げられる。 

ウェブマガジン 雑誌のような情報を提供するウェブサイトのこと。 

ウェルビーイング 健康、幸福、福祉などの訳があるが、ここでは肉体的、精神的、そして社

会的に、完全に満たされた幸福な状態のことを指す。 

ウォームビズ 地球温暖化対策のために、平成 17年度から環境省が推進している施策で、

暖房時の室温を 20℃にして快適に過ごすための服装や取組のこと。 

汚水処理人口普及率 公共下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽などの整備が完了し、生

活排水を適正に処理できるようになった人口（処理人口）が行政区域内の

総人口（行政人口）に占める割合のこと。 

温室効果ガス 大気中の熱を吸収する性質のあるガスのことで、このガスが増えると地球

温暖化につながるとされる。二酸化炭素やメタンなどが該当する。 

オンライン化 業務環境をインターネットに接続し、インターネット上で業務が遂行でき

るような環境に移行すること。 

オンライン配信 動画などのデータをインターネット経由で配信すること。 

か行 

外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ） 

外国語を母国語とする外国語指導助手のこと。主に、英語の授業において

補助教員として勤務する。 

合併処理浄化槽 台所やお風呂から出る生活雑排水と、トイレからのし尿を併せて、きれい

な水に処理することができる浄化槽のこと。 

カーボンニュートラル 温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。温室効果ガスの排出を

大幅に削減することを目指しながらも、ゼロにすることは現実的に難しい

ため、排出せざるを得なかった分については、「吸収」又は「除去」するこ

とで、差し引きゼロ、つまりニュートラル（中立）を目指す。 

企業支援コーディネー

ター 

窓口での相談のほか、市内の事業所を訪問しながら、経営課題に対する専

門的な助言や支援機関の紹介などを行う、商工業者を支援するコーディネ

ーター 

企業取材インターンシ

ップ 

市のインターンシップ事業の一つで、大学生が記者として市内の企業を取

材し、そこで働く方々や市の魅力を紹介する冊子やウェブ記事を作成する

インターンシップの取組のこと。 

キャッシュレス決済 現金を使用せずにお金を支払うことを指し、クレジットカードや電子マネ

ー、スマートフォン決済などがある。 

（市）行財政改革大綱 市の行財政改革の基本的な考え方、項目別の対応方針、推進体制などを定

めたもの。 

協働のまちづくり推進

フォーラム 

安全で安心して生活できる魅力あるまちを実現するため、市民と市が協働

してまちづくりを進めることの重要性について共に考え、協働に対する意

識の醸成を図ることを目的にして開催しているフォーラムのこと。 

協まち・カフェ コミュニティセンターなどを会場にし、無料のカフェを当日限定でオープ

ンし、市民自治組織や市民活動団体が、来場者に日ごろの活動を紹介する
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というもので、市と地区まちづくり委員会の共催で行う事業のこと。 

区域指定制度 市街化調整区域であっても、あらかじめ条例により指定された区域内の土

地であれば、集落出身要件などを問うことなく、誰でも住宅などの建築に

ついて都市計画法の許可を受けることができる制度のこと。 

グリーン購入 製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環

境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。 

グリーンベルト 道路の路側帯を緑色に着色し、ドライバーに通学路であることを視覚的に

認識させることを目的として設置するもの。 

クールビズ 地球温暖化対策のために、平成 17年度から環境省が推進している施策で、

冷房時の室温を 28℃にして快適に過ごすための軽装や取組のこと。 

経常収支比率 歳出のうち経常的に支出する経費（主に人件費や扶助費、公債費など）が、

一般財源（市税など使途が特定されない収入）に占める割合で、比率が高

いほど財政運営に余裕がない状態を示す。一方で、上下水道などの公営企

業会計においては、経常費用が経常収益によってどの程度賄われているか

を示すものであり、これが 100％未満であれば経常損失が生じており、100％

以上であれば黒字であることを意味する。 

決算審査 市長及び公営企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業

会計の決算書などの計数が正確であるか、あるいは予算の執行、各事業の

経営などが適正かつ効果的に行われているかを確認するための審査のこ

と。 

ゲートキーパー 自殺の危険を示すサインに気付き、適切な対応（悩んでいる人に気付き、

声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守るなど）を図ることが

できる人のこと。「命の門番」とも位置付けられている。 

公営企業会計 従来の官庁会計（現金主義、単式簿記）から移行し、地方公営企業法を適

用した会計（発生主義、複式簿記）であり、経営状況の明確化や適正な財

産管理に資する会計方式のこと。 

広告代理店方式 市が直接広告を募集するのではなく、専門的な情報や技能を有する民間事

業者が広告を募集する方式のこと。 

公債費 市が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金の利子を合わせたも

の。 

公的／民間セクター 公的セクターは国や地方自治体を指し、民間セクターは民間営利企業など

を指す。 

交流人口 その地域に訪れる人又は交流する人のこと。観光、通勤・通学や習い事、

スポーツなど、特に理由を問わず、その地域を訪れる人たちのこと。 

国民保護制度 武力攻撃や大規模テロなど万一の場合に、国、県及び市町村が相互に連携

して国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活などに及ぼす影響を最

小にするための仕組みのこと。 

子育てコンシェルジュ 就学前の子どもを持つ保護者を対象に、保育サービスの情報提供や相談又

は助言を行う相談員のこと。 

コミュニティ・スクー

ル 

学校運営協議会制度のことを指し、学校と地域住民などが力を合わせて学

校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換

を図るための仕組みのこと。 

さ行 

サイクルサポートステ

ーション 

サイクリストが安心して雨宿りや休憩ができる施設のことで、トイレや駐

輪ラックなどの貸出しを行っている。 
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サイクルツーリズム 自転車を活用した観光のこと。 

再生可能エネルギー 資源が枯渇せず繰り返し利用でき、温室効果ガスを排出しないエネルギー

のことで、太陽光、風力又は地熱といった自然界に常に存在するエネルギ

ーのこと。 

サテライトオフィス 企業又は団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。本拠を中

心としてみたときに衛星（サテライト）のように存在するオフィスという

意味を指す。 

ジェネリック医薬品 新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有

効成分を同一量含み、同一の効能又は効果を持つ医薬品のこと。 

ジェンダー 生物学的な性別に対して、社会的又は文化的につくられる性別のこと。 

市街化区域 都市計画法の規定により指定される都市計画区域における区域区分の一つ

で、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、

既に市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的

に市街化を図るべき区域のこと。 

市街化調整区域 市街化を抑制し、優れた自然環境などを守る区域として、開発や建築が制

限されている区域のこと。 

自主防災組織 住民が地域の防災活動を行うため、市内の自治会単位などで自主的に組織

された団体で、災害対策基本法において「住民の隣保協同の精神に基づく

自発的な防災組織」として位置付けられている組織のこと。 

倭文織（しずおり） 日本最古の織物の一種といわれ、楮（こうぞ）、麻、カラムシなどが原材料

と考えられる織物のこと。 

実需者 その商品を購入して実際に消費したり、加工したりする者 

指定管理者制度 市の施設の管理を、市が指定する民間事業者などに行わせる制度。市民サ

ービスの向上や経費の節減を図ることなどを目的としている。 

シティプロモーション まちの魅力を発見、発掘又は創造し、更に磨きあげ、まちが持つ様々な地

域資源を市内外に発信することで、自らのまちの知名度や好感度を上げ、

シビックプライドの醸成、関係人口や定住人口の増加を目指す活動のこと。 

市民アンケート 年に 1 度、市民を対象に実施されるアンケート調査で、市の現状や取組へ

の評価などについて尋ねている。 

社会資本 生産活動や消費活動などの基礎となる公共施設や構造物のことで、道路、

港湾、公園、病院などが含まれる。 

社会的障壁 障がい者にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指し、

社会における事物（通行、利用しにくい施設、設備など）、制度（利用しに

くい制度）、慣行（障がい者の存在を意識していない慣習、文化など）、観

念（障がい者への偏見）などのこと。 

社会動態 一定期間における転入・転出に伴う人口の動きのこと。 

スクールソーシャルワ

ーカー 

問題を抱える児童生徒を取り巻く環境へ働きかけたり、関係機関などとの

連携又は調整を行ったりするなど、教育と福祉の両面に関して、専門的な

知識、技術及び活動経験を持ち、児童生徒の問題解決を図る専門職のこと。 

スマート農業 ロボット技術や情報通信技術(ＩＣＴ)を活用して、省力化、精密化や高品

質生産を実現することを目指す新たな農業のこと。 

スマートヘルスケア 地域での医療や健康増進に関わる課題解決を目指した、デジタル技術を活

用するヘルスケアの取組のこと。 

スマートホーム ＩｏＴやＡＩの技術を活用し、生活家電や住宅設備などをネットワークに

接続して制御することで、より快適な生活を実現する住宅のこと。 
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性的マイノリティ 同性に恋愛感情を持つ人や、生まれ持った性（体の性）と心で感じている

性（心の性）が一致しない人などのこと。 

セキュリティポリシー 企業や組織が、個人情報保護や機密漏えいの防止などのコンピュータセキ

ュリティに関する基本方針をまとめたもの。 

た行 

耐震管 地震の際に離脱防止機能を発揮する（離脱しない）管路のこと。 

ダイバーシティ 多様性を意味し、年齢や性別、国籍や障がいの有無、性的指向・性自認な

どに関わりなく、一人ひとりが尊重され、誰もが個々の能力を発揮し共存

できている状態を指す。 

脱炭素 温室効果ガスである二酸化炭素の排出量を実質的にゼロにしようという取

組のこと。 

タブレット端末 コンピュータ製品の一つであり、板状の形で、片面に液晶画面などを備え

タッチパネルで操作する機器のこと。 

単独処理浄化槽 トイレからのし尿だけを処理する浄化槽のこと。 

地域おこし協力隊 人口減少や高齢化などの進行が著しい地方において、地域外の人材を積極

的に受け入れ、地域協力活動を行ってもらい、その定住定着を図ることで、

地域力の維持又は強化を図っていくことを目的とした制度のこと。 

地域包括ケアシステム 高齢者が重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最後まで続けることができるよう、利用者のニーズに応じ、医

療、介護、介護予防、住まい、生活支援が包括的に提供される体制 

地域包括支援センター 保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員が専門知識や技能を活かしな

がら、チームで活動し、地域のネットワークの構築や個別サービスのコー

ディネートなどを行う地域の中核機関のこと。 

地方創生 人口急減・超高齢化という課題に対し、各地域がそれぞれの特徴を活かし

た自律的で持続的な社会を創生すること。 

チャット 「おしゃべり」や「雑談」を意味し、インターネット上でリアルタイムに

複数の人が文字を入力して行う会話のこと。 

ツイッター ＳＮＳの一つで、140文字以内の文章を投稿するウェブサービスのこと。 

定期監査 市の財務に関する事務の執行について、予算の執行の適否や効率的かつ効

果的に執行されているか定期的に行う監査のこと。 

デジタル化 広い意味でのデジタル化としては、大きく２つあり、１つは既存の紙を用

いたプロセスを自動化するなど物質的な情報をデジタル形式に変換するこ

と。もう１つは、デジタル技術を活用することで、組織のプロセス全体を

一新し、新しいサービスを提供するより良い方法を構築すること。 

デジタルデバイス デバイスは装置などを意味し、デジタル製品の総称のこと。 

デジタルデバイド 情報通信技術（ＩＣＴ）の恩恵を受けることのできる人とできない人の間

に生じる格差のこと。 

デジタル田園都市国家

構想 

デジタル化によって各地方の社会課題を解決しながら、地域の魅力を向上

させる取組のこと。 

デジタルトランスフォ

ーメーション（ＤＸ） 

データやデジタル技術を活用して、製品やサービスをはじめ、業務や組織

などを変革すること。 

デマンド交通 電話予約など、利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行う公共交通の一形

態のこと。 

デマンドタクシー 電話予約により、同じ方向に向かう他の利用者と乗り合いで、自宅や指定
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の場所から、目的地まで送迎を行うサービスのこと。 

テレワーク ＩＣＴを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 

統一的な基準による地

方公会計制度 

平成 29年度までに全ての地方公共団体が新たに求められるようになった地

方公会計制度で、発生主義・複式簿記といった企業会計的手法を活用した

財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収

支計算書）の作成と開示が必要となっている。 

都市公園 都市計画区域内に地方公共団体が設置する公園又は緑地のこと。 

ドローン 遠隔操作又は自動操縦で飛行できる無人航空機のこと。 

な行 

那珂西リバーサイドパ

ーク 

令和４年４月にオープンした誰でも利用できる芝生の広場。多目的広場と

原っぱ広場はサッカーやグラウンドゴルフとして利用でき、また、家族や

友達などで散歩やかけっこ、キャッチボールなどに利用できる。 

那珂ビジョン 『可能性への挑戦－那珂ビジョン－』（那珂ビジョン）は、自発的に活動す

る個人や団体、事業者と力を合わせ、将来の夢と未来を描き、活力あふれ

る市を創造することを目指すため、特に取り組むべき施策の方向性をまと

め、令和元年５月に策定した市の計画のこと。 

なかひまわりフェステ

ィバル 

夏に開催されるイベントで、約４haの畑に 25万本のひまわりが見られる。

また、イベント会場ではステージイベントや花火大会なども行われる。 

ニュースポーツ 新しく考案されたり、海外から紹介されたりしたスポーツ種目の総称。「ふ

れあいと楽しみを追及する」「年齢や性別に左右されず、誰とでもできる」

「ルールに弾力性がある」などの特徴を持つ。 

認知症ケアパス 認知症の人やその家族が「いつ」「どこで」「どのような」医療や介護サー

ビスが受けられるのか、認知症の様態に応じたサービス提供の流れをまと

めたもの。 

認知症サポーター 認知症に対する正しい知識と理解も持ち、地域で認知症の方やその家族を

温かく支援する応援者のこと。 

ネーミングライツ 自治体においては、公共施設の名前を付ける権利とそれに付帯する諸権利

のこと。 

ノベルティグッズ 企業が商品やサービスなどの宣伝を目的として、無料で配布する品物のこ

と。地方公共団体においては、施策や事業の啓発活動のほか、知名度向上

のために用いている。 

ノーマイカーデー 二酸化炭素排出抑制のため、ノーマイカー通勤（自家用車での通勤ではな

く、自転車や徒歩、バス、鉄道などでの通勤）を促す取組のこと。 

は行 

パートナーシップ 結びつき、相互関係、協力、強調などの意味があり、ＳＤＧｓの文脈では、

政府、国際機関、企業、ＮＧＯ、個人それぞれの強みを生かしながら協力

しあうことを意味している。 

パブリック・コメント 市町村が計画などを策定するに当たって、事前に計画などの案を示し、そ

の案について広く住民から意見や情報を募集する制度のこと。 

バリアフリー 高齢者や障がい者などが生活していく上で障壁（バリア）となるものを取

り除く（フリー）こと。 

人・農地プラン 農業の担い手不足などの課題に対応するため、農業者が話合いに基づき、

地域農業における中心経営体、地域における農業の将来の在り方などを明

確化する取組のこと。 
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ファミリーサポートセ

ンター 

家事や育児の援助を受けたい依頼会員と援助を行うことができる提供会員

による有償の相互援助組織のこと。 

フィルタリング 青少年に見せたくないサイトの閲覧を制限する機能のこと。携帯電話事業

者が提供するサービスや市販のソフトをインストールすることで、利用す

ることができる。 

フィルムコミッション 映画、テレビドラマ、ＣＭなどのロケーション撮影を誘致し、ロケーショ

ン撮影を円滑に進めるため、ロケーション撮影地の選定、宿泊施設の確保、

エキストラの手配といった映画制作に関する様々な支援活動を行うこと。 

フェイスブック ＳＮＳの一つで、基本的に実名で利用する点が特徴となっている。 

ふくし相談センター 福祉の総合的な市の相談窓口。家庭や地域で生活するなかで起こる、様々

な困りごとや悩みに応じている。 

扶助費 社会保障制度の一環として支出される経費。生活保護法などの各種法令に

基づくものや市単独の施策に基づくものがある。 

ブックスタート 「親子で一緒に絵本を楽しもう。絵本で歓びを分かち合おう。」という呼び

かけで 1992 年にイギリスで始まった運動。本市では、平成 16 年度に事業

を開始した。 

ふるさとづくり寄付 ふるさと納税のこと。 

ふれあい・いきいきサ

ロン 

同じ地域に住む「高齢者」や「子育て中のママさん同士」などが気軽に集

まって、お茶会やおしゃべりをしながら、相談や情報交換などができる場

所のこと。 

フレイル 加齢により体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態のこと。健

康な状態と要介護状態の中間に位置する。 

プロジェクトチーム 特定の目的を達成するプロジェクトのために組織される集団のこと。 

ペイジー ネットショッピングや税金などの支払いを、金融機関の窓口やコンビニの

レジに並ぶことなくパソコンやスマートフォン、ＡＴＭから支払うことが

できるサービスのこと。 

母子保健コーディネー

ター 

保健師や助産師の資格を持ち、妊娠期から出産後の母子に対し相談支援を

行うコーディネーターのこと。 

ポータルサイト インターネット上の各種コンテンツにアクセスする際に、入り口や玄関と

なるウェブサイトのこと。 

ま行 

マイ・タイムライン 住民一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）のことで、災害が予想さ

れる際に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理したもの。 

マイナンバーカード 券面に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号（マイナンバー）、本人の顔

写真などが表示されたプラスチック製のＩＣチップ付きカードのこと。本

人確認のための身分証明書として利用できるほか、コンビニエンスストア

での証明書交付やオンライン申請など、様々な行政サービスに利用するこ

とができる。 

メールマガジン 購読者や登録者に電子メールによって情報を配信するサービスのこと。 

や行 

八重桜まつり 「日本さくら名所 100 選」に選ばれた静峰ふるさと公園で行われるお祭り

で、12ha の広大な園内で約 2,000 本の八重桜を見ることができ、郷土芸能

やコンサートなどのイベントも実施される。 

有収水量 料金収入が得られた水量のこと。 
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ユニバーサルデザイン 障がいの有無、年齢、性別などにかかわらず、多様な人々が利用しやすい

よう都市や生活環境を「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」あらか

じめデザインすること。 

ら行 

ライフサイクルコスト 施設の建設に要する経費、供用期間中の維持保全コストや廃棄にかかる経

費に至るまでの全ての経費の総額のこと。 

ライフデザイン教育 仕事、結婚、妊娠・出産、育児など、自分のこれからの人生を具体的に考

えさせることで、将来への不安を和らげ、希望どおりの人生を送れるよう

に支援する教育のこと。 

ライン ＳＮＳの一つで、日本国内では最も利用者数が多いＳＮＳとなっている。 

例月現金出納検査 一般会計や特別会計の現金の出し入れについて、毎月、日を定めて計数を

確認するとともに、現金の保管状況や支出命令書が適切に処理されている

かを確認する検査のこと。 

レセプト 医療機関が保険者（市町村や健康保険組合など）に対して医療費を請求す

るために発行する明細書のこと。患者に対して、どのような治療が行われ、

薬剤がどのくらい処方されたかが記載されている。 

レファレンスサービス 図書館利用者からの相談に応じ、必要な資料や情報を提供するサービスの

こと。 

ロコモティブシンドロ

ーム 

加齢に伴う筋力の低下や、関節の病気、骨粗しょう症などにより、運動器

の機能が衰えて、要介護になるリスクの高い状態のこと。 

ローリング方式 社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、計画と現実が大きくずれることを防

ぐために、毎年度、修正や補完などを行う進め方のこと。 

わ行 

ワークショップ 参加者の主体性を重視した体験型の会議や共同作業のこと。 

ワーク・ライフ・バラ

ンス 

「仕事と生活の調和」の意味。老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生

活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望するバランスで

展開できる状態のこと。 

ワンストップ総合窓口 複数の窓口を移動して行っていた手続を１か所で終わらせることができる

窓口のこと。 

アルファベット 

ＡＥＤ Automated External Defibrillator の略で、自動体外式除細動器のこと。

心停止状態になったときに、電気ショックを与えて正常な働きに戻す医療

機器のこと。 

ＡＩ Artificial intelligenceの略で、人工知能のこと。人間の知的ふるまいを

人工的に再現するもの。 

ＡＰＩゲートウェイ ＡＰＩは、Application Programming Interfaceの略で、あるサービスの機

能や管理するデータなどを他のサービスやアプリから呼び出して利用する

ための接続仕様を指す。ＡＰＩゲートウェイは、各ＡＰＩシステムの機能

を制御し管理する役割を担い、必要なシステムを適切なタイミングで呼び

出すことが可能であり、通信回数を大幅に削減し効率的にデータ通信が行

うことができる。 

ＧＩＧＡスクール構想 文部科学省による、児童生徒向けの１人１台端末と、高速大容量の通信ネ

ットワークを一体的に整備する事業。ＩＣＴ環境の整備を通じて、児童生

徒が予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための

資質及び能力を育成することを目的としている。 



166 

Ｇｏｖ．クラウド／Ｎ

Ｗ 

Government Cloud(ガバメントクラウド)と Government Network（ガバメン

トネットワーク）の略で、前者は政府の情報システムについて、共通的な

基盤及び機能を提供する複数のクラウドサービス（インターネットなどの

ネットワーク経由で利用者にサービスを提供する形態）の利用環境を指し、

後者は、政府共通の標準的な業務実施環境（ネットワーク環境など）を指

す。 

ＩＣＴ Information and Communication Technology の略で、情報通信技術及び通

信技術を活用したコミュニケーションを指す。 

ＩｏＴ Internet of Things の略で、様々なモノ（物）がインターネットに接続さ

れ、情報交換する仕組みを指す。 

ＩＰ無線機 携帯電話のデータ回線を用いて通信を行う無線機のことで、従来の無線機

に比べ、通信範囲が広く、障害物の影響を受けにくい特徴がある。 

ＬＡＮ Local Area Network の略で、同一建物内などの狭い範囲でのデータ通信網

のこと。 

ＭａａＳ Mobility as a Serviceの略で、一人ひとりの移動ニーズに対応して、複数

の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索、予約、

決済など等を一括で行うサービス。移動の利便性向上や地域の課題解決に

も資することが期待されている。 

ＰＦＩ Private Finance Initiative の略で、公共施設などの建設、維持管理、運

営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法のこと。 

ＰＰＰ Public Private Partnership の略で、公共施設などの建設、維持管理、運

営などを行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫などを活

用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化などを図るものであり、指定

管理者制度や包括的民間委託などがある。ＰＦＩもＰＰＰの手法の一つを

指す。 

ＯＪＴ On the Job Trainingの略で、職場で実務を体験させながら、業務知識を身

につける育成手法のこと。 

ＰＤＣＡサイクル 計画の進捗管理における継続的な改善方法で、Plan（計画）→Do（実行）

→Check（評価）→Act（改善）の４段階を繰り返すことで、業務や事業

を含め計画全体の改善を図る。 

ＲＰＡ Robotic Process Automation の略。人間がコンピュータ上で行っている定

型作業をロボットで自動化するもの。 

ＳＮＳ Social Networking Serviceの略で、登録された利用者同士が交流できるイ

ンターネット上の会員サービスのこと。友人同士や同じ趣味を持った人同

士が集まったり、地域住民が集まったりすることで、密接なコミュニケー

ションを行うことができる。 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０ サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合さ

せたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心

の社会を意味する。 

ＳｕｐｅｒＣｉｔｙ／ 

ＳｍａｒｔＣｉｔｙ 

スマートシティ（Smart City）とは、自治体行政及び都市が有するサービ

スや機能をデジタル化し、住民と共にイノベーションを起こすことによっ

て住民の生活の質を向上させるとともに、より効果的な都市機能を提供す

る都市を指す。スーパーシティ（Super City）は、スマートシティの一類

型であり、ゴール逆算型のアプローチ、ビッグデータの分野横断的な活用、

国家戦略特区制度を活用した規制改革を用いた技術実装といった考え方を
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特徴とした都市を指す。 

ＵＩＪターン Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンをまとめた言葉。いずれも生まれ育った故郷か

ら進学や就職を期に都会へ移住した後で、Ｕターンは生まれ育った故郷へ移住

し、Ｉターンは故郷とは別の地域に移住し、Ｊターンは故郷に近い地方都市に

移住することを意味する。 

数字 

３Ｒ 持続可能な循環型社会を形成するための３つの取組。廃棄物などの発生抑

制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）のこと。 

５Ｇ 第５世代移動通信システムのことで、携帯電話などに用いられる次世代通

信規格の５世代目を意味する。従来の規格に比べ「高速大容量」「高信頼・

低遅延通信」「多数同時接続」という３つの特徴がある。 

６次産業化 農林漁業者（第１次産業）が農畜産物・水産物の生産だけでなく、食品加

工（第２次産業）や流通・販売（第３次産業）にも業務展開すること。 
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策定経過 

年月日 市民との協働 
庁議・総合計画策定委員会・ 

ワーキングチーム 
総合開発審議会・市議会 

令和４年 

３月８日 
  

庁議 

●後期基本計画の策定方針につ

いて 

  

５月９日   

第１回ワーキングチーム会議 

●会長及び副会長の選出につい

て 

●専門部会の編成並びに部会長

及び副部会長の選出について 

●後期基本計画の策定について 

  

５月 26日   
 

市議会全員協議会 

●後期基本計画の策定について 

５月 27日   

第２回ワーキングチーム会議 

●後期基本計画（骨子案）につ

いて 

  

６月 21日   

第１回総合計画策定委員会 

●副委員長の指名について 

●後期基本計画の策定方針につ

いて 

●後期基本計画（骨子案）につ

いて 

  

７月 11日     

第１回総合開発審議会 

●会長及び副会長の選出につい

て 

●後期基本計画の策定方針につ

いて 

●後期基本計画（骨子案）につ

いて 

７月 21日   

第３回ワーキングチーム会議 

●後期基本計画（素案）につい

て 

  

７月 24日 

高校生ワークショップ 

●「那珂市を『関わっていきたい

まち』にするために」について 

    

７月 24日 

市民ワークショップ 

●「那珂市の安全と交流」につ

いて 

    

７月 30日 

市民ワークショップ 

●「これからの那珂市に必要な

こと」について 

    

７月 30日 

大学生ワークショップ 

●「那珂市を『関わっていきたい

まち』にするために」について 
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年月日 市民との協働 
庁議・総合計画策定委員会・ 

ワーキングチーム 
総合開発審議会・市議会 

８月９日   

第２回総合計画策定委員会 

●後期基本計画（素案）につい

て 

  

８月 16日   

庁議 

●後期基本計画（素案）につい

て 

  

８月 23日   
 

市議会全員協議会 

●後期基本計画（素案）につい

て 

８月 24日     

第２回総合開発審議会 

●後期基本計画（素案）につい

て（諮問） 

８月 29日

～ 

９月 27日 

パブリック・コメントの実施 

●後期基本計画（素案）に対す

る意見募集 

    

10 月５日   
第４回ワーキングチーム会議 

●後期基本計画（案）について 
  

11 月９日 
 

第３回総合計画策定委員会 

●後期基本計画（案）につい 

●パブリックコメントの結果報

告 

  

11月21日   
庁議 

●後期基本計画（案）について 
  

11月29日     

第３回総合開発審議会 

●後期基本計画（案）にかかる

答申について 

12月16日   
 

 市議会全員協議会 

●後期基本計画（案）について 
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策定体制 

（１）策定体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合開発審議会 

那珂市総合開発審議会設置条例（昭和４０年那珂町条例第１５号）の規定により設置します。市民、

学識経験者などにより組織し、基本計画について市長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行います。 

庁議 

市長主宰のもと、副市長、教育長、各部の部長などが出席する会議で、総合開発審議会へ諮問するた

め、総合計画策定委員会で作成した素案を審議します。また、総合開発審議会の答申に基づく調整を行

い、庁内決定を行います。 

総合計画策定委員会 

那珂市総合計画策定委員会設置規則（平成１８年那珂市規則第１０号）の規定により設置します。市

民、副市長及び各課室の代表により組織し、総合計画策定委員会ワーキングチームにおいて作成された

計画原案の検討を行います。 

総合計画策定委員会ワーキングチーム 

那珂市総合計画策定委員会ワーキングチーム設置要項（平成１８年那珂市訓令第２号）の規定により、

総合計画策定委員会の下部組織として設置します。課長補佐級の職員で構成され、計画立案に関する課

題などの整理及び検討を行い、計画原案を作成します。 

参画 

庁内体制 

市 長 

庁 議 

総合計画策定委員会 

総合計画策定委員会 

ワーキングチーム 

担当課 

事務局 

（政策企画課） 

市議会 

総合開発審議会 

・市民アンケート 

・ワークショップ 

・パブリック・コメント 

・情報の共有 

市 民 

報告 

意見 

諮問 

答申 

意見・提案 
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（２）那珂市総合開発審議会設置条例 

○那珂市総合開発審議会設置条例 

昭和４０年６月３０日 

条例第１５号 

改正 昭和４９年５月２１日条例第１９号 

平成１３年３月９日条例第１号 

平成１６年１２月７日条例第２９号 

平成２７年３月２３日条例第２号 

第１条 那珂市の総合開発を推進するために市長の諮問に応じ、市の総合開発計画の調整その他その実施

に関し必要な調査及び審議を行うため那珂市総合開発審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

第２条 審議会は、委員２０人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が任命す

る。 

（１） 議会の議員 

（２） 教育委員会の教育長 

（３） 農業委員会の会長 

（４） 農業協同組合の代表 

（５） 商工業団体の代表 

（６） 学識経験者 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

第３条 審議会に会長及び副会長２人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。 

３ 会長は会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

第４条 審議会の会議は、会長がこれを招集する。 

２ 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめ、これを委員に通知し

なければならない。 

第５条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 審議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

第６条 この条例の施行について必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４９年条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４９年４月１日から適用する。 

附 則（平成１３年条例第１号） 

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年条例第２９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１月２１日から施行する。 

（瓜連町の編入に伴う経過措置） 

２ 平成１６年４月１日に任命された那珂町総合開発審議会の委員の任期は、改正後の那珂市総合開発審

議会条例第２条第２項の規定にかかわらず、平成１７年３月３１日までとする。 

附 則（平成２７年条例第２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２

６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により教育長が在職する場合においては、この条例による

改正後の那珂市総合開発審議会設置条例第２条第１項第２号の規定は適用せず、改正前の那珂市総合開

発審議会設置条例第２条第１項第２号の規定は、なおその効力を有する。  
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（３）那珂市総合開発審議会委員名簿 

区分 所属 役職 氏名 備考 

議会の議員 那珂市議会 

議員 大和田 和男   

議員 小泉 周司 ～R4.11.1  

議員 冨山 豪 R4.11.2～ 

議員 小池 正夫   

議員 寺門  厚   

教育委員会の 

教育長 
那珂市教育委員会 教育長 大縄 久雄   

農業委員会の会長 那珂市農業委員会 会長 根本 衛   

農業協同組合の 

代表 
常陸農業協同組合 代表理事組合長 秋山 豊   

商工業団体の代表 那珂市商工会 会長 浅川 清司 副会長 

学識経験者 

常磐大学総合政策学部 

総合政策学科 
教授 砂金 祐年 会長 

茨城大学人文社会科学部

現代社会学科 
教授 蓮井 誠一郎   

那珂市まちづくり協議会 会長 平野 道代 副会長 

那珂市都市計画審議会 前会長 小笠原 正裕   

那珂市消防団 団長 住谷 啓二   

那珂市ＰＴＡ連絡協議会 会長 桑澤 直亨   

那珂市連合民生委員・ 

児童委員協議会 
会長 大和田 優   

社会福祉法人 

那珂市社会福祉協議会 
会長 桐原 浩彰   

茨城女子短期大学保育科 准教授 木村 久美子   

一般社団法人那珂医師会 会長 小野瀬 好良   

那珂市子ども・子育て会議 会長 清水 悦子   

株式会社ひたちなか 

テクノセンター 

常務取締役企業

支援部長 
渡邊 昭夫   
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（４）那珂市総合計画策定委員会設置規則 

 

○那珂市総合計画策定委員会設置規則 

平成１８年３月２７日 

規則第１０号 

改正 平成１９年３月２０日規則第６号 

平成２４年３月２９日規則第８号 

平成２８年３月３１日規則第４１号 

（設置） 

第１条 那珂市総合計画（以下「総合計画」という。）を策定するため、那珂市総合計画策定委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

（構成） 

第２条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 住民の代表 

（２） 副市長 

（３） 各課室の代表 

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員会に、委員長及び副委員長２人を置く。 

２ 委員長には副市長を、副委員長には委員長が委員の中から指名した者をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、総合計画の策定が終了したときまでとする。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（報告） 

第６条 委員会は、総合計画についての調査研究を行い、その結果を庁議に報告するものとする。 

（ワーキングチーム） 

第７条 委員会は、専門的事項の調査研究を行うため、ワーキングチームを設置することができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年規則第８号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第４１号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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（５）那珂市総合計画策定委員会委員名簿 

区分 所属 役職 氏名 備考 

住民の代表 

神崎地区まちづくり委員会 副委員長 鹿志村 貢   

額田地区まちづくり委員会 委員長 宮﨑 洋一 副委員長 

菅谷地区まちづくり委員会 副委員長 野田 敏之   

五台地区まちづくり委員会 委員長 増子 健一   

戸多地区まちづくり委員会 委員長 上原 精一   

芳野地区まちづくり委員会 副委員長 里口 邦夫   

木崎地区まちづくり委員会 委員長 仲田 精   

瓜連地区まちづくり委員会 委員長 松淵 慶信   

フェルミエ那珂 会長 綿引 桂太   

ＪＰＣ株式会社  代表取締役 三瓶 哲也   

那珂市ＰＴＡ連絡協議会 理事 青木 麻実   

那珂市消防団本部 女性分団 分団長 後藤 京子   

女性ネットワークなか 会長 篠原 惠子   

社会福祉法人那珂市社会福祉協議会 次長兼菅谷分室長 岡田 真理子   

ひまわりスポーツクラブ 会長 稲川 敏夫   

株式会社木内酒造１８２３ 海外事業部ゼネラルマネージャー 木内 芽生   

公募 
 

勝井 明憲 副委員長 

萩野谷 静子   

学生（常磐大学） 
 

小針 唯香   

中島 唯   

山口 真太朗   

大津 貴哉   

副市長 
 

副市長 玉川 明 委員長 

各課室の代表  

企画部 政策企画課 課長 篠原 広明    

総務部 総務課 
課長 会沢 義範 ～R4.9.30 

課長 加藤 裕一 R4.10.1～ 

市民生活部 防災課 課長 石井 宇史    

保健福祉部 社会福祉課 参事兼課長 髙安 正紀   

産業部 農政課 課長 会沢 実   

建設部 都市計画課 課長 渡邊 勝巳   

上下水道部 下水道課 課長 金野 公則    

農業委員会 事務局 事務局長 海老澤 美彦   

教育委員会 学校教育課 課長 田口 裕二    

消防本部 総務課 課長 小田部 茂生   
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（６）那珂市総合計画策定委員会ワーキングチーム設置要項 

○那珂市総合計画策定委員会ワーキングチーム設置要項 

平成１８年３月２７日 

訓令第２号 

改正 平成２４年３月２９日訓令第５号 

平成２８年３月３１日訓令第１７号 

（設置） 

第１条 那珂市総合計画策定委員会設置規則（平成１８年那珂市規則第１０号。以下「規則」という。）第

７条の規定に基づき、那珂市総合計画策定委員会ワーキングチーム（以下「ワーキングチーム」という。）

を置く。 

（構成） 

第２条 ワーキングチームは、職員の中から那珂市総合計画策定委員会委員長（以下「委員長」という。）

が指名するものとする。 

（会長及び副会長） 

第３条 ワーキングチームには、互選により会長及び副会長２人を置く。 

２ 会長は、会務を総理し、ワーキングチームを代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 ワーキングチームの会議は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。 

（専門部会） 

第５条 ワーキングチームに専門的事項を処理するため、専門部会を設置する。 

２ 設置する専門部会は、委員長が別に定める。 

３ 専門部会に、部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会長及び副部会長は、互選により選出する。 

５ 専門部会の会議は、必要に応じ部会長が招集し、会議の議長となる。 

６ 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。 

７ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

８ 専門部会の調査研究の経過及び結果は、必要に応じて会長に報告するものとする。 

（報告） 

第６条 ワーキングチームは、専門的事項の調査研究結果を、委員会に報告するものとする。 

（任期） 

第７条 ワーキングチームの任期は、規則第４条の任期に準ずるものとする。 

（庶務） 

第８条 ワーキングチームの庶務は、企画部政策企画課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要項に定めるもののほか、ワーキングチームの運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この要項は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年訓令第５号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年訓令第１７号） 

この要項は、平成２８年４月１日から施行する。 
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（７）那珂市総合計画策定委員会ワーキングチーム職員名簿 

 

区分 所属 役職 氏名 正副会長 正副部会長 備考 

市民・行政部会 

秘書広聴課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 鈴 木  伸 一       

政策企画課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 宇佐美  智也  会 長    

財 政 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 照 沼  克 美      

総 務 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 小 泉  友 哉      

管 財 課 副参事兼課長補佐（総括） 稲 田  政 徳    部 会 長  

税 務 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 鈴 木  正 寿      

収 納 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 植 田  徹 也      

市民協働課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 平 野  玉 緒    副 部 会 長  

市 民 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 会 沢  正 志       

安全・交流部会 

防 災 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 桧 山  和 幸      

環 境 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 荻 津  厚 緒      

農 政 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 浜 名  哲 士   副 部 会 長  

商工観光課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 水 野  泰 男      

都市計画課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 金 田  尚 樹    部 会 長  

土 木 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 村 山  知 明      

下 水 道 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 秋 山  洋 一      

水 道 課 副参事兼課長補佐（総括） 矢 﨑  忠 副 会 長    

農業委員会

事 務 局 
課 長 補 佐 （ 総 括 ） 関  慎 一     

 

消 防 本 部 

総 務 課 

課 長 補 佐 

（ 総 務 グ ル ー プ 長 ） 
寺 門  薫     

 

生きがい・教育

部会 

社会福祉課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 山 田  明      

こ ど も 課 
課 長 補 佐 （ 総 括 ） 萩 野 谷  真 

副 会 長 

(～R4.9.30)  
  

～R4.9.30 

課 長 補 佐 （ 総 括 ） 水 野  厚 子   R4.10.1～ 

介護長寿課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 住 谷  孝 義      

保 険 課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 猪 野  嘉 彦   部 会 長  

健康推進課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 飛 田  建      

学校教育課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 生田目  綾子   副 部 会 長  

生涯学習課 課 長 補 佐 （ 総 括 ） 柴 田  真 一 
副 会 長 

(R4.10.1～)  
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神崎 9.5%

額田 6.9%

菅谷 40.7%

五台 12.7%

戸多 2.9%

芳野 8.4%

木崎 4.0%

瓜連 14.6%

無回答

0.4%

18～20代

6.9%

30代

9.1%

40代

15.2%

50代

16.7%60代前半

10.0%

60代後半

14.2%

70代以上

27.5%

無回答

0.4%

住みやすいと

思う 35.6%

どちらかといえば

住みやすいと思う

52.2%

どちらかといえば

住みにくいと思う

9.7%

住みにくいと

思う 2.0% 無回答 0.6%

市民との協働による計画づくり 

（１）市民アンケート調査 

目的 

                     

 

調査概要 

 

 

 

調査結果抜粋 

※次の図表において、構成比は小数第２位を四捨五入しているため、合計が 100.0%にならない場合があります。 

問 1 回答者について 

①あなたが住んでいる地区を教えてください。 

NO. 選択肢 回答数 構成比 発送数 回答率 

1 神崎 82 9.5% 184 44.6% 

2 額田 60 6.9% 136 44.1% 

3 菅谷 353 40.7% 804 43.9% 

4 五台 110 12.7% 295 37.3% 

5 戸多 25 2.9% 58 43.1% 

6 芳野 73 8.4% 164 44.5% 

7 木崎 35 4.0% 80 43.8% 

8 瓜連 127 14.6% 279 45.5% 

  無回答 3 0.4%     

  合計 868 100.0% 2,000 43.4％ 

 

②あなたの年齢を教えてください。 

NO. 選択肢 回答数 構成比 発送数 回答率 

1 18～20 代 60 6.9% 276 21.7% 

2 30 代 79 9.1% 273 28.9% 

3 40 代 132 15.2% 334 39.5% 

4 50 代 145 16.7% 321 45.2% 

5 60 代前半 87 10.0% 163 53.4% 

6 60 代後半 123 14.2% 201 61.2% 

7 70 代以上 239 27.5% 432 55.3% 

  無回答 3 0.4%     

  合計 868 100.0% 2,000 43.4% 

 

問２ 那珂市の住みよさについて 

①那珂市は住みやすいまちだと思いますか。 

NO. 選択肢 回答数 構成比 

1 住みやすいと思う 309 35.6% 

2 どちらかといえば住みやすいと思う 453 52.2% 

3 どちらかといえば住みにくいと思う 84 9.7% 

4 住みにくいと思う 17 2.0% 

 無回答 5 0.6% 

  合計 868 100.0% 
  

市が行う様々な取組について市民の意向を把握し、各種計画の進行管理に役立て

るとともに、第２次市総合計画後期基本計画の策定に向けて、まちづくりの方向性

などについて市民の意識を把握するため、市民アンケート調査を実施する。 

実施時期：令和４年１月 14 日～２月 10 日 

発送数：18 歳以上の市民 2,000 人（系統抽出法により無作為に抽出） 

回答数：868 通（回答率 43.4%） 
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②次の項目について、市の現状をどのように感じていますか。 

  
構成比 

No. 項目 十分である 
どちらかと
言えば 
十分 

どちらとも
言えない 

どちらかと
言えば 
不十分 

不十分で 
ある 

無回答 

1 防災・防犯・交通安全の対策 4.2% 27.7% 41.4% 18.6% 4.8% 3.5% 

2 自然と調和のとれた住環境 11.3% 40.8% 32.3% 9.6% 2.3% 3.8% 

3① 
生活基盤 
（道路の整備） 

4.6% 28.3% 28.7% 25.5% 9.6% 3.3% 

3② 
生活基盤 
（市街地の整備） 

4.2% 27.3% 40.0% 18.1% 6.0% 4.5% 

3③ 
生活基盤 
（ごみや下水の処理） 

8.8% 34.5% 29.3% 14.8% 9.6% 3.2% 

4 農商工業の振興、雇用の確保 1.7% 10.7% 55.8% 20.5% 5.4% 5.9% 

5 買い物など日常生活の利便性 14.1% 44.7% 18.7% 13.9% 5.2% 3.5% 

6① 
医療・福祉環境 
（子育て環境） 

3.7% 25.1% 45.7% 15.1% 4.2% 6.2% 

6② 
医療・福祉環境 
（医療・健康環境） 

3.2% 26.0% 41.2% 21.2% 4.6% 3.7% 

6③ 
医療・福祉環境 
（高齢者や障がい者環境） 

3.7% 16.8% 49.1% 20.2% 6.5% 3.8% 

7 地域コミュニティ・市民活動 3.5% 18.7% 60.0% 11.8% 2.2% 3.9% 

8 交通の利便性 4.4% 21.4% 27.5% 28.3% 14.9% 3.5% 

9 
公園や広場など緑豊かな生活
環境 

7.1% 28.1% 34.8% 17.9% 6.9% 5.2% 

10① 
文化・スポーツ・学ぶ場 
（学校教育） 

4.7% 28.2% 51.4% 8.9% 2.2% 4.6% 

10② 
文化・スポーツ・学ぶ場 
（文化・スポーツ活動や施設） 

4.4% 24.5% 48.3% 13.8% 5.1% 3.9% 

n=868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2

11.3

4.6

4.2

8.8

1.7

14.1

3.7

3.2

3.7

3.5

4.4

7.1

4.7

4.4

27.7

40.8

28.3

27.3

34.5

10.7

44.7

25.1

26.0

16.8

18.7

21.4

28.1

28.2

24.5

41.4

32.3

28.7

40.0

29.3

55.8

18.7

45.7

41.2

49.1

60.0

27.5

34.8

51.4

48.3

18.6

9.6

25.5

18.1

14.8

20.5

13.9

15.1

21.2

20.2

11.8

28.3

17.9

8.9

13.8

4.8

2.3

9.6

6.0

9.6

5.4

5.2

4.2

4.6

6.5

2.2

14.9

6.9

2.2

5.1

3.5

3.8

3.3

4.5

3.2

5.9

3.5

6.2

3.7

3.8

3.9

3.5

5.2

4.6

3.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

防災・防犯・交通安全の対策

自然と調和のとれた住環境

生活基盤

（道路の整備）

生活基盤

（市街地の整備）

生活基盤

（ごみや下水の処理）

農商工業の振興、雇用の確保

買い物など日常生活の利便性

医療・福祉環境

（子育て環境）

医療・福祉環境

（医療・健康環境）

医療・福祉環境

（高齢者や障がい者環境）

地域コミュニティ・市民活動

交通の利便性

公園や広場など緑豊かな生活環境

文化・スポーツ・学ぶ場

（学校教育）

文化・スポーツ・学ぶ場

（文化・スポーツ活動や施設）

十分である どちらかと言えば十分 どちらとも言えない どちらかと言えば不十分 不十分である 無回答
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③次の項目について、今後のまちづくりにおいて、どのように取り組むべきだとお考えですか。 

  
構成比 

No. 項目 優先すべき 
どちらかと
言えば 
優先 

どちらとも
言えない 

どちらかと
言えば 

優先ではない 

優先では 
ない 

無回答 

1 防災・防犯・交通安全の対策 32.8% 35.9% 18.0% 2.3% 0.1% 10.8% 

2 自然と調和のとれた住環境 10.3% 29.2% 36.9% 9.0% 2.4% 12.3% 

3① 
生活基盤 
（道路の整備） 

19.2% 35.0% 25.4% 7.6% 1.2% 11.6% 

3② 
生活基盤 
（市街地の整備） 

11.2% 26.4% 39.3% 9.6% 1.4% 12.2% 

3③ 
生活基盤 
（ごみや下水の処理） 

18.4% 29.8% 32.6% 6.0% 1.8% 11.3% 

4 農商工業の振興、雇用の確保 12.4% 30.1% 41.5% 2.2% 1.2% 12.7% 

5 買い物など日常生活の利便性 10.7% 29.2% 33.3% 12.4% 2.8% 11.6% 

6① 
医療・福祉環境 
（子育て環境） 

21.8% 33.0% 29.6% 2.4% 0.5% 12.8% 

6② 
医療・福祉環境 
（医療・健康環境） 

26.4% 35.8% 24.1% 2.9% 0.4% 10.5% 

6③ 
医療・福祉環境 
（高齢者や障がい者環境） 

21.9% 32.5% 30.5% 3.2% 1.3% 10.6% 

7 地域コミュニティ・市民活動 5.3% 17.7% 54.7% 7.1% 3.1% 12.0% 

8 交通の利便性 18.2% 35.8% 28.9% 4.3% 1.6% 11.2% 

9 
公園や広場など緑豊かな生活
環境 

10.6% 26.2% 40.0% 8.2% 2.9% 12.2% 

10① 
文化・スポーツ・学ぶ場 
（学校教育） 

16.0% 27.9% 40.4% 2.4% 1.5% 11.8% 

10② 
文化・スポーツ・学ぶ場 
（文化・スポーツ活動や施設） 

10.3% 24.1% 47.4% 5.8% 1.8% 10.7% 

n=868 

 

 

 32.8

10.3

19.2

11.2

18.4

12.4

10.7

21.8

26.4

21.9

5.3

18.2

10.6

16.0

10.3

35.9

29.2

35.0

26.4

29.8

30.1

29.2

33.0

35.8

32.5

17.7

35.8

26.2

27.9

24.1

18.0

36.9

25.4

39.3

32.6

41.5

33.3

29.6

24.1

30.5

54.7

28.9

40.0

40.4

47.4

2.3

9.0

7.6

9.6

6.0

2.2

12.4

2.4

2.9

3.2

7.1

4.3

8.2

2.4

5.8

0.1

2.4

1.2

1.4

1.8

1.2

2.8

0.5

0.4

1.3

3.1

1.6

2.9

1.5

1.8

10.8

12.3

11.6

12.2

11.3

12.7

11.6

12.8

10.5

10.6

12.0

11.2

12.2

11.8

10.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

防災・防犯・交通安全の対策

自然と調和のとれた住環境

生活基盤

（道路の整備）

生活基盤

（市街地の整備）

生活基盤

（ごみや下水の処理）

農商工業の振興、雇用の確保

買い物など日常生活の利便性

医療・福祉環境

（子育て環境）

医療・福祉環境

（医療・健康環境）

医療・福祉環境

（高齢者や障がい者環境）

地域コミュニティ・市民活動

交通の利便性

公園や広場など緑豊かな生活環境

文化・スポーツ・学ぶ場

（学校教育）

文化・スポーツ・学ぶ場

（文化・スポーツ活動や施設）

優先すべき どちらかと言えば優先 どちらとも言えない どちらかと言えば優先ではない 優先ではない 無回答
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実施日時 
 

テーマ 
 

実施日時 
 

テーマ 
 

参加者 
 

参加者 
 

実施日時 
 

テーマ 
 

参加者 
 

（２）市民ワークショップ 

 

目的 

 

 

 

①一般市民ワークショップ 

 

 

 

                             

 

 
 

②高校生ワークショップ 

 

 

 

 

               

 
 

③大学生ワークショップ 

 

 

                           

 

               

 

 

  

第１回:令和４年７月 24 日（日） ふれあいセンターごだい（13:30～15:30） 

第２回:令和４年７月 30 日（土） 市中央公民館（９:30～11:30） 

これからのまちづくりを考えるワークショップ 

令和４年７月 24 日（日） ふれあいセンターごだい（９:30～11:30） 

後期基本計画を策定していくに当たり、市民の意識がどのように変遷し、

今後まちづくりにおいて行政が担うべき役割を改めて問い直す必要がある

ため、今後のまちづくりを市民とともに考え、市政に活かしていくことを

目的にワークショップを開催する。 

市内在住の高校生、市内高校に通学する高校生 

那珂市を「関わっていきたいまち」にするために必要なことを考える 

ワークショップ 

市と包括連携協定を締結している大学に在籍する大学生 

令和４年７月 30 日（土） 市中央公民館（13:30～15:30） 

那珂市を「関わっていきたいまち」にするために必要なことを考える 

ワークショップ 

市内にお住いの方 
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④ワークショップで出た主な意見 

 

施策の 

大綱 
施策 主な市民意見 

１ 

み
ん
な
で
進
め
る
よ
い
ま
ち
づ
く
り 

施策１  

地域コミュニティの充実

を図る 

■自治会、子ども会などへの加入をしない 

■加入促進に向けた行政の介入 

■未加入者対策として予算を確保 

■自治会・まちづくり委員会への負担が増大している 

■団体役員間のデジタルデバイド 

施策２  

誰もが住み続けたいと思

えるまちづくりを推進す

る 

■移住促進・Ｕターン支援 

■他市・他県の住民の望むものを知った上で PR する 

■働き口を作るよりも、（まちづくりの考え方を）通勤に便利な

住みよいまちへシフトする 

■空き家の増加 

施策３  

市民との協働によるまち

づくりを推進する 

■市政に無関心な人が多い 

■SNS を活用してほしい 

■市民の声を集める仕組み 

■子どもや若い人の意見を取り入れる 

■市民と行政の距離が近いまちづくり 

■総合センターらぽーるの使用は、全ての市民が無料にならない

か 

施策４  

互いに尊重し合う社会の

形成を図る 

■女性の参画が不十分 

２ 
安
全
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

施策１  

災害に強いまちをつくる 

■防災訓練の実施回数を増加 

■防災行政無線が聞きづらい 

施策２  

犯罪を防ぐまちをつくる 

■防犯灯の設置 

■明かりを増やしてほしい 

■通学路の見守り人員が不足 

施策３  

交通安全を推進する 

■通学路の安全が不十分 

施策４  

健康で快適に過ごせる生

活環境の保全を図る 

■不法投棄の防止 

■太陽光発電が山林に設置されていて、降雨時に不安になる 

■空き家の増加 

施策５  

地球にやさしい持続可能

な社会への転換を図る 

■ごみ出し難民 

施策６  

利便性の高い交通基盤を

整える 

■児童が安心して通れる通学路 

■消防車・救急車が入れない道路が多い 

■道路の草刈りが必要 

■高齢者の移動支援（ひまわりタクシーの充実など） 

■駅から遠い地区の交通網の確保、駅前駐車場の整備 

■バスや電車の本数がもっとほしい 

■駅の整備（電子マネー利用可、有人化など） 

■自然と都市の共存 



182 

施策の 

大綱 
施策 主な市民意見 

２ 

安
全
で
快
適
に 

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

施策７  

自然環境と調和した魅力

的な都市づくりを推進す

る 

■人口が偏在している 

■産業向けの地区を新たに作ってはどうか 

■駅前にもっと若者が集える場所がほしい 

■近所に子どもが遊べるような公園がない 

■レジャー施設などがあるといい 

施策８  

安定的に水道水を供給す

る 

■河川水系が弱く、水源の確保が必要ではないか 

■水道代がもう少し安くなると住みやすい 

３ 

や
さ
し
さ
に
あ
ふ
れ
生
き
が
い
の
持
て
る
ま
ち
づ
く
り 

施策１  

安心して子どもを産み育

てられる環境を整える 

■子育てを支援の充実 

■子育て世帯を地域全体で見ていく 

■子育て世代には、コロナ禍や社会情勢を加味したサポート 

施策２  

高齢者がいきいきと暮ら

せる環境を整える 

■高齢者の買い物が大変、移動販売もいいのではないか 

■高齢者の仕事を増やす 

施策３  

障がい者が地域社会で安

心して暮らせる環境を整

える 

■障がい者の生活できる場所の充実 

■障がい者の家庭への支援 

 

施策４  

家庭や地域で支え合う福

祉環境を整える 

■一人暮らし世帯が多く、見守りが必要 

■民生委員児童委員のなり手不足 

■ボランティアへの若い人の参加 

■地域のふれあいの場が少ない 

■個人情報のしばりが強い 

■若い世代から高齢世代への切れ目ない支援 

■福祉関係の相談先を、市か社会福祉協議会か迷うことがある 

■なんでも相談できるところがあるといい 

施策５  

適切な医療が受けられる

環境の充実を図る 

■新たな病院の誘致又は既存病院の拡張打診 

４ 

未
来
を
担
う
人
と
文
化
を
育
む
ま
ち
づ
く
り 

施策１  

豊かな心を育む学校教育

の充実を図る 

■学級閉鎖時のオンライン授業の内容格差 

■スクールバスの導入 

■学生への教育支援 

■いろんな高校や大学があるといい 

施策２  

未来を担う青少年の健全

育成を図る 

■コミュニティ・スクールの推進 

 

施策４  

スポーツを身近に感じ親

しめる環境を整える 

■那珂西リバーサイドパークで野球ができるといい。キャンプが

できるといい 

■人工芝のコートがほしい 

施策５  

歴史資産と伝統文化を保

存・継承し活用を図る 

■歴史遺産や人物を観光に活用 

■伝統文化のイベントが減少しつつある 

施策６  

多様な文化と交流する機

会の充実を図る 

■国際交流の推進 
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施策の 

大綱 
施策 主な市民意見 

５ 

活
力
あ
ふ
れ
る
交
流
と
賑
わ
い
の
ま
ち
づ
く
り 

施策１  

活力ある農業の振興を図る 

■物産品開発、ブランド化 

■大型直売所がない 

■耕作放棄地の増加 

■農業人口を増やすための仕組みづくり 

■農道が整備されていない 

施策２  

地域に活力をもたらす商

工業の振興を図る 

■複合型交流拠点施設を作る 

■若者起業家を増やす 

■企業誘致 

■寄居地区の大規模集客施設はいつできるのか 

■もっとお店がほしい 

■市内にもっと仕事があれば 

施策３  

地域資源を活かした観光

の振興を図る 

■イベントの充実 

■地域資源を活かした魅力アップ 

■関係人口の創出 

■観光資源の開発が必要、那珂市は通過点になっている 

■PR の強化 

６
行
財
政
改
革
の
推
進
に
よ
る 

自
立
し
た
ま
ち
づ
く
り 

施策１  

効果的・効率的な行政運営

を推進する 

■行政内で情報の共有と対応にばらつきがある 

施策２  

健全な財政運営を図る 

■税の公平な分配をしてほしい 

■議員歳費を上げて、若者が議員を目指しやすくする 

施策３  

多様な行政サービスを提

供する 

■窓口対応の強化 

■すぐやる課があるといい 

■マイナンバーカードの普及 

■高齢者のデジタル化に向けて教えてくれる環境が必要 

 

（３）パブリック・コメント 
 

公表した資料 意見募集期間 
閲覧および意見

の募集方法 

ホームページ 

へのアクセス 

意見提出 

人数 
意見数 

基本計画（素案） 
令和４年８月 29日～

令和４年９月 27日 

市ホームページへ

の掲載、政策企画

課、瓜連支所及び市

立図書館での閲覧 

76 件 ０人 ０件 
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那珂ビジョンの取組と総合計画での位置付け 
次の表は、令和３年度末において、那珂ビジョンの取組を、市総合計画のどの施策に位置付けたの

かを示す資料です。 

なお、関連事業名に「－」が入っているものは、事務事業として予算化されていない（名称がない）

取組です。 

那珂ビジョン（推進計画） 
 

 総合計画上の記載 

基本

方針 

目指すべき姿 

【アウトカム】 
取組事項 

関連 

事業名 
取組

状況 

方針部分の

記載 

【施策の大綱-

施策-基本事業】 

記載内容 

Ⅰ

活
力
あ
る
担
い
手
の
「
育
成
」 

（１）自治活

動への参加

意識の形成 

 

【自治活動

への参加意

識の形成】 

⇒各まちづくり委員

会を対象とした自治

活動支援の調査 

協働のま

ちづくり

推進事業 

継続 1-3-1 
自治会長研修会を開催し、協働

のまちづくりを推進します。  

⇒自治活動の魅力と

必要性を再認識でき

る取組の実施（出前講

座制度の見直し） 

協働のま

ちづくり

推進事業 

拡充 1-3-1 
人材育成講座を開催し、地域を

担う人材を育成します。 

⇒協まち・カフェ、地
域フォーラムの充実
や、広く市民の目に触
れるようなあらゆる
手段を用いた自治活
動の広報 

協働のま

ちづくり

推進事業 

継続 1-3-1 
協働のまちづくり推進フォーラ

ムなどを開催し、市民の協働に対

する意識を醸成します。 

まちづく

り活動参

加促進事

業 

継続 1-1-1 

まちづくり活動に取り組んでい

る団体などの活動を広く市民にＰ

Ｒし、市民のまちづくりに対する

理解を深め、まちづくり活動への

参加意識を醸成します。 

⇒地域の課題を解決

しようとする若者を

はじめとした市民又

は団体を対象とした、

新たな育成制度の検

討（協働のまちづくり

指針の見直し） 

協働のま

ちづくり

推進事業 

継続 1-3-1 
人材育成講座を開催し、地域を

担う人材を育成します。 

⇒地域の活力を呼び

起こす地域おこし協

力隊の導入 

いい那珂

協力隊推

進事業 

継続 1-2-1 
「地域おこし協力隊」など国の

制度を活用し、首都圏からの人の

流れを促進します。 

（２）新たな

人材の発掘

と育成 

 

【那珂市に

関わりを持

つ人を育て、

増やす】 

⇒起業しようとする

方を対象とした「場」

の整備 

いい那珂

オフィス

創業支援 

事業 

継続 

5-2-1 
5-2-2 
5-2-3 

いぃ那珂オフィスを拠点とし、

創業支援や移住相談など「企業」

と「ひと」、「地域」が様々な結び

つきを生み出す場を提供すること

で、市内商業全体の活性を図りま

す。 

経営の安定化や後継者不足に対

応するため、市商工会や企業支援

コーディネーターと連携して、経

営指導や融資制度の充実、人材育

成に努めます。 

企業支援コーディネーターの配

置により、既存事業所や起業者及

び創業者への支援を行うことで、

地場産業の競争力を強化し、雇用

の創出につなげます。 
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那珂ビジョン（推進計画） 
 

 総合計画上の記載 

基本

方針 

目指すべき姿 

【アウトカム】 
取組事項 

関連 

事業名 
取組

状況 

方針部分の

記載 

【施策の大綱-

施策-基本事業】 

記載内容 

Ⅰ

活
力
あ
る
担
い
手
の
「
育
成
」 

（２）新たな

人材の発掘

と育成 

 

【那珂市に

関わりを持

つ人を育て、

増やす】 

⇒起業しようとする

方を対象とした「場」

の整備 

いい那珂

暮らし促

進事業 

継続 1-2-1 

首都圏在住者に対して、イベン

トや体験プログラムを企画し、Ｕ

ＩＪターンによる移住者の増加を

図ります。 

地元の高校や大学と連携し、イ

ンターンシップなどマッチング機

会を提供し、定住してもらえるよ

う取り組みます。 

⇒ＩＣＴ関連教育拠

点の整備の調査検討 

いい那珂

暮らし促

進事業 

継続 1-2-1 

本市の地理的優位性を活かし、

首都圏での仕事を地方で続けるこ

とができるテレワークの推進やサ

テライトオフィスの導入を推進し

ます。 

⇒市立幼稚園の教育

課程への英語教育・運

動指導の導入 

外国語指

導助手設

置事業 

継続 4-1-1 

児童生徒が生きた外国語に触

れ、英語力を身に付けられるよう

に、小中学校に外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）配置し、コミュニケーショ

ン能力の基礎を養います。また、

市立ひまわり幼稚園には外国語指

導助手（ＡＬＴ）が常駐するなど、

幼児期から外国文化や外国語に触

れる機会を確保します。 

ひまわり

幼稚園運

営事業 

継続 4-1-4 

市立ひまわり幼稚園では、特色

ある幼児教育として、外国語指導

助手（ＡＬＴ）の常駐に加え、外

部の専門講師による発達段階に応

じた運動指導や食の大切さを学ぶ

機会として週２回の給食などに取

り組み、幼児期に育みたい資質や

能力を養います。  

⇒職員の外部団体へ

の派遣やインターン

シップによる外部人

材の受入れ、任期付職

員制度の活用 

― 継続 6-1-5 

新たな行政課題や市民の多様な

ニーズに即応した施策を実行する

ため、行政組織の充実及び強化に

取り組むとともに、組織の横断的

な連携を図りながら、プロジェク

トチームなどを臨機に編成し、組

織の効率化を目指します。  

（３）市民に

元気を与え

る那珂市役

所 

 

【職員の意

識改革と活

力向上】 

 

⇒プロジェクトチー

ムなどの組織横断的

な手法の導入 

総務事務

費 
継続 6-1-5 

新たな行政課題や市民の多様な

ニーズに即応した施策を実行する

ため、行政組織の充実及び強化に

取り組むとともに、組織の横断的

な連携を図りながら、プロジェク

トチームなどを臨機に編成し、組

織の効率化を目指します。  
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那珂ビジョン（推進計画） 
 

 総合計画上の記載 

基本

方針 

目指すべき姿 

【アウトカム】 
取組事項 

関連 

事業名 
取組

状況 

方針部分の

記載 

【施策の大綱-

施策-基本事業】 

記載内容 

Ⅰ

活
力
あ
る
担
い
手
の
「
育
成
」 

（３）市民に

元気を与え

る那珂市役

所 

 

【職員の意

識改革と活

力向上】 

⇒職員研修や職員提

案制度の刷新 

行政改革

推進事業 
継続 6-1-1 

行財政改革の推進に当たって

は、職員が自らの問題として捉え、

全庁的に取り組むとともに、外部

評価を実施し市民の意見を行政運

営に反映します。 

職員研修

事業 
継続 6-1-5 

社会経済情勢の変化に的確に対

応できる職員を育成するため、職

位や職務に応じた基礎的役割を認

識するための階層別研修、政策形

成能力や法務能力の向上を重視し

た専門研修を実施するほか、国や

県に実務研修生として職員を派遣

するなど、職員研修の充実を図り

ます。 

⇒組織の活力を生み

出す組織目標の策定 

職員研修

事業 
継続 6-1-5 

人事評価制度の活用により、目

標の達成に向けて個々の職員が職

務遂行能力を高めることで、職員

全体のスキルの底上げを図るとと

もに、職員の能力及び実績に基づ

いた人事管理を行います。 

⇒業務フローのデジ

タル化・標準化による

仕事の「見える化」の

推進（業務マニュアル

の作成） 

行政改革

推進事業 
継続 6-1-5 

多様で柔軟な働き方が選択できる

環境を整備することにより、職員

のワーク・ライフ・バランスを確

保するとともに、仕事の見える化

を意識して情報の共有と業務の効

率化を図り生産性を高めること

で、職員が意欲を持って職務を遂

行できる環境づくりを進めます。 

⇒ＡＩ／ＲＰＡの導

入に向けた調査検討 

高度情報

化推進事

業 

継続 6-1-5 

自治体の情報システムの標準化

及び共通化、行政手続のオンライ

ン化、ＡＩ・ＲＰＡの利用などデ

ジタル化を推進することで、業務

の効率化を図り、人的資源を行政

サービスの更なる向上につなげて

いきます。  

Ⅱ

住
み
よ
さ
を
支
え
る
活
力
へ
の
「
支
援
」 

（１）活力あ

る学びと文

化への支援 

 

【支援によ

る学びと文

化の活性化】 

⇒提案型の事業を対

象とした市民活動支

援事業の見直し 

市民活動

支援事業 
継続 1-3-2 

市民活動団体などを支援するた

めの制度を検討し、充実を図りま

す。 

⇒着実に活動を行っ

ている個人又は団体

を対象とした活動支

援や連携の推進 

いい那珂

パートナ

ー連携事

業 

継続 6-1-2 

産学官連携の内容を充実して、

まちづくりや地域振興に有効な施

策又は事業の企画立案に活用しま

す。 

コミュニ

ティ助成

事業 

継続 1-1-2 
地域コミュニティの充実を図る

ため、市民自治組織の活動を支援

します。 
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那珂ビジョン（推進計画） 
 

 総合計画上の記載 

基本

方針 

目指すべき姿 

【アウトカム】 
取組事項 

関連 

事業名 
取組

状況 

方針部分の

記載 

【施策の大綱-

施策-基本事業】 

記載内容 

Ⅱ

住
み
よ
さ
を
支
え
る
活
力
へ
の
「
支
援
」 

（１）活力あ

る学びと文

化への支援 

 

【支援によ

る学びと文

化の活性化】 

⇒着実に活動を行っ

ている個人又は団体

を対象とした活動支

援や連携の推進 

がんばる

商店街支

援事業 

継続 5-2-1 
意欲的な商業団体などの取組を

支援することで、まちなかの賑わ

い創出に努めます。 

⇒「清水洞の上公園」、

「額田城跡」などにつ

いて、市民と連携した

文化的資源の有効活

用の検討 

清水洞の

上整備事

業 

継続 5-3-2 
市民と共に魅力的な観光資源を

創造し、交流人口の拡大を図りま

す。 

額田城跡

整備事業 
継続 4-5-1 

額田城跡については、計画的な

整備と適切な保存及び管理に努め

るとともに、広報紙などによる情

報発信を通して、市民と歴史的価

値の共有を図ります。 

⇒中学校校外部活動

指導員などへの地域

型スポーツクラブの

活用などについて、学

校と地域の連携策の

調査 

― 継続 4-4-1 

中学校部活動の地域移行につい

ては、学校や地域、関係団体と協

議を行い、今後の方針について検

討します。 

⇒コミュニティ・スク

ールについて、白鳥学

園以外への調査検討 

コミュニ

ティ・ス

クール推

進事業 

継続 
4-1-4 
4-2-1 

「地域とともにある学校」「学校

を核とした地域づくり」を進める

ため、学校評議員制度や学校運営

協議会（コミュニティ・スクール）

を活用し、市民自治組織や市民活

動団体などとの協働による特色あ

る教育活動を推進するとともに、

市オリジナルの学校運営協議会方

式の充実を図ります。 

市版コミュニティ・スクールを

充実させ、目標やビジョンを共有

した各地域又は学校の実情に合っ

た取組を更に調査し、拡充を図り

ます。 

⇒民間の空きスペー

スや建物について、活

用したいと考えるか

たとのマッチングや

利活用策について調

査検討 

いい那珂

オフィス

創業支援

事業 

継続 5-2-1 

いぃ那珂オフィスを拠点とし、

創業支援や移住相談など「企業」

と「ひと」、「地域」が様々な結び

つきを生み出す場を提供すること

で、市内商業全体の活性を図りま

す。 

空き家等

対策事業 
継続 1-2-1 

空き家バンク制度の運営や相談

会の実施などの支援を行い、空き

家の利活用を促進することによ

り、交流人口の拡大や移住・定住

の促進を図ります。 
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那珂ビジョン（推進計画） 
 

 総合計画上の記載 

基本

方針 

目指すべき姿 

【アウトカム】 
取組事項 

関連 

事業名 
取組

状況 

方針部分の

記載 

【施策の大綱-

施策-基本事業】 

記載内容 

Ⅱ

住
み
よ
さ
を
支
え
る
活
力
へ
の
「
支
援
」 

（１）活力あ

る学びと文

化への支援 

 

【支援によ

る学びと文

化の活性化】 

 

⇒イベントなどの誘

致や開催の支援 

シティプ

ロモーシ

ョン推進

事業 

継続 1-2-2 

交流人口を拡大し、将来の移

住・定住へとつなげていくため、

ターゲットや発信内容を明確にし

た上で、「いぃ那珂暮らし応援団」

や「いぃ那珂宣伝部」、「地域おこ

し協力隊」を活用した情報発信や

フィルムコミッション活動により

シティプロモーションを積極的に

推進します。 

― 継続 5-3-1 
市民や団体などが主体となって

開催するイベントを支援します。 

（２）安全・

快適なまち

づくり活動

への支援 

 

【安全で快

適に生活で

きる環境の

形成】 

⇒防犯灯のＬＥＤ化

の促進 
防犯事業 継続 2-2-1 

通学路や住宅地における安全を

確保するため、引き続き防犯灯の

設置とＬＥＤ化を促進します。 

⇒下水道・合併処理浄

化槽への転換の支援 

浄化槽設

置補助事

業 

継続 2-9-1 

浄化槽設置補助事業について

は、生活環境の向上及び公共用水

域の水質保全に寄与するため、引

き続き普及率の向上に努めます。 

（３）子育

て・生きがい

づくり活動

への支援 

 

【誰もが活

力を持って

活動できる

まちの実現】 

 

⇒民間資力の活用に

よる待機児童・学童対

策の実施 

民間保育

所等児童

入所事業 

継続 3-1-2 
利用者ニーズに合わせた保育施

設などの拡充や整備に努めます。 

民間保育

所等支援

事業 

継続 3-1-2 

就労形態の多様化に対応するた

め、保育サービスの充実を図ると

ともに、保育士の確保に努め、潜

在的待機児童の解消及び質の高い

保育を目指します。 

保育士就

労支援事

業 

継続 3-1-2 

就労形態の多様化に対応するた

め、保育サービスの充実を図ると

ともに、保育士の確保に努め、潜

在的待機児童の解消及び質の高い

保育を目指します。 

⇒民間資力の活用に

よる待機児童・学童対

策の実施 

民間保育

所整備事

業 

継続 3-1-2 
利用者ニーズに合わせた保育施

設などの拡充や整備に努めます。 

学童保育

事業 
継続 3-1-2 

学童保育のニーズに対応するた

め、民間委託を含め民間学童事業

者と連携を強化します。  

⇒寺子屋活動・こども

食堂活動に対する支

援策の調査検討 

生活困窮

者自立支

援事業 

継続 3-4-2 

様々な福祉課題に対応するた

め、生活困窮、子育て、介護など

について、多機関が協働して支援

の充実に努めます。 

⇒包括的子育て支援

施策の実施 

子育て世

代包括支

援センタ

ー事業 

継続 3-1-3 

妊娠期から子育て期にわたり、

関係機関が連携して切れ目のない

支援を行う包括的支援体制の充実

を図ります。 
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那珂ビジョン（推進計画） 
 

 総合計画上の記載 

基本

方針 

目指すべき姿 

【アウトカム】 
取組事項 

関連 

事業名 
取組

状況 

方針部分の

記載 

【施策の大綱-

施策-基本事業】 

記載内容 

Ⅱ

住
み
よ
さ
を
支
え
る
活
力
へ
の
「
支
援
」 

（３）子育

て・生きがい

づくり活動

への支援 

 

【誰もが活

力を持って

活動できる

まちの実現】 

⇒地域包括ケアシス

テムの充実 

包括的支

援事業 

(介護保険

特別会計) 

継続 3-2-1 

地域包括支援センターの機能拡

充を図り、高齢者のニーズや状態

の変化に応じた地域包括ケアシス

テムの充実に努めます。 

生活支援

体制整備

事業 

（介護保険

特別会計） 

継続 3-2-1 

地域の実情に応じて、地域住民

やボランティア団体などの様々な

主体が参画し、多様な生活支援サ

ービスを充実することにより、地

域で支え合う体制の整備に取り組

みます。 

介護予

防・生活

支援サー

ビス事業

（介護保険

特別会計） 

継続 3-2-1 

地域の実情に応じて、地域住民

やボランティア団体などの様々な

主体が参画し、多様な生活支援サ

ービスを充実することにより、地

域で支え合う体制の整備に取り組

みます。 

⇒包括的支援体制整

備事業における総合

相談窓口の設置 

包括的支

援体制整

備事業 

拡充 
3-4-1 
3-4-2 

福祉課題を抱える方を把握し、

複合的な課題を抱えた世帯を支援

するため、重層的支援体制を整備

します。 

ふくし相談センターの機能充実

を図るとともに、相談者の利便性

を高めるため、福祉系相談窓口の

一本化などについて関係機関と協

議を進めます。 

⇒社会的障壁（物理

的、制度的、情報、意

識など）を取り除くバ

リアフリー化の推進 

障害者差

別解消推

進事業 

継続 3-3-2 

障がいを理由とした差別のない

社会を実現するため、相談室の業

務を周知することに加え、障がい

者に対する不当な差別的取扱いの

禁止や、社会的障壁を取り除くた

めに必要かつ合理的な配慮の提供

について、市はもとより、広く地

域にも働きかけを行います。 

Ⅲ

活
力
あ
る
未
来
へ
の
「
投
資
」 

（１）那珂市

の地の利を

活かした取

組への投資 

 

 

【地域資源

と新たな魅

力を生かし

た稼げる産

業の創出】 

⇒那珂西部工業団地

などについて、県との

連携による企業誘致

活動の強化 

企業立地

促進事業 
継続 5-2-2 

茨城港（日立港区及び常陸那珂

港区）に近接し、常磐自動車道那

珂インターチェンジを有する地理

的優位性や、ガスパイプラインが

横断しガス供給資源が活用できる

という利便性を活かすとともに、

固定資産税の優遇制度などを活用

して、那珂西部工業団地や向山工

業専用地域などへの企業誘致を積

極的に推進します。 
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那珂ビジョン（推進計画） 
 

 総合計画上の記載 

基本

方針 

目指すべき姿 

【アウトカム】 
取組事項 

関連 

事業名 
取組

状況 

方針部分の

記載 

【施策の大綱-

施策-基本事業】 

記載内容 

Ⅲ

活
力
あ
る
未
来
へ
の
「
投
資
」 

（１）那珂市

の地の利を

活かした取

組への投資 

 

 

【地域資源

と新たな魅

力を生かし

た稼げる産

業の創出】 

⇒進出企業を対象と

した税制の優遇策、補

助金などの検討 

企業立地

促進事業 
継続 5-2-2 

茨城港（日立港区及び常陸那珂

港区）に近接し、常磐自動車道那

珂インターチェンジを有する地理

的優位性や、ガスパイプラインが

横断しガス供給資源が活用できる

という利便性を活かすとともに、

固定資産税の優遇制度などを活用

して、那珂西部工業団地や向山工

業専用地域などへの企業誘致を積

極的に推進します。 

⇒市版自転車活用推

進計画の策定 

いい那珂

サイクル

プロジェ

クト推進

事業 

継続 5-3-1 

サイクリストにとって、居心地

が良い環境づくりを進めるととも

に、サイクリングイベントを通し

て交流人口の創出を図ります。 

道路維持

補修事業 
継続 2-6-3 

道路の舗装補修や清掃など適正

な維持管理を図ります。 

（２）産業・

生活基盤の

整備 

 

【魅力・活力

の基盤づく

りによる関

係人口の増

加】 

⇒国道 118号の４車線

バイパス化、バードラ

インの県道昇格及び 4

車線化に向けた取組

みの推進 

⇒都市計画道路につ

いて、計画に則った整

備の推進 

冠水対策

推進事業 
継続 2-6-2 

 台風や集中豪雨などの影響によ

る市道の冠水被害を減らすため、

安定した排水能力を確保するよう

努めます。 

下菅谷地

区まちづ

くり事業 

継続 2-7-2 

市街地の良好な居住環境を整備

するため、地域の防災性や安全性

を考慮した街づくり事業を推進し

ます。 

菅谷市毛

線街路整

備事業 

継続 2-7-2 

市の活力を支える持続性のある

市街地の形成を図るため、市街地

の骨格を形成する幹線街路の整備

を行うとともに、魅力ある都市空

間の整備を推進します。 

⇒国道 118号の４車線

バイパス化、バードラ

インの県道昇格及び 4

車線化に向けた取組

みの推進 

⇒都市計画道路につ

いて、計画に則った整

備の推進 

下菅谷地

区街路整

備事業 

（上菅谷

下菅谷

線・下菅谷

停車場線） 

継続 2-7-2 

市の活力を支える持続性のある

市街地の形成を図るため、市街地

の骨格を形成する幹線街路の整備

を行うとともに、魅力ある都市空

間の整備を推進します。 

⇒農業の６次産業化

や産品ブランド認証

などによる、魅力ある

産品の開発、発信及び

販路拡大の検討 

特産品ブ

ランド化

推進事業 

継続 5-2-1 

市特産品ブランド認証制度を推

進するため、認証品のＰＲや新た

な販路確保に努めます。 

 

アグリビ

ジネス推

進事業 

継続 5-1-1 

農畜産業者で組織するアグリビ

ジネスネットワーク組織への支援

を通して、農業の収益力向上と地

域農業の活性化を図ります。 
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那珂ビジョン（推進計画） 
 

 総合計画上の記載 

基本

方針 

目指すべき姿 

【アウトカム】 
取組事項 

関連 

事業名 
取組

状況 

方針部分の

記載 

【施策の大綱-

施策-基本事業】 

記載内容 

Ⅲ

活
力
あ
る
未
来
へ
の
「
投
資
」 

（２）産業・

生活基盤の

整備 

 

【魅力・活力

の基盤づく

りによる関

係人口の増

加】 

⇒農業の６次産業化

や産品ブランド認証

などによる、魅力ある

産品の開発、発信及び

販路拡大の検討 

６次産業

化推進事

業 

継続 5-1-1 

農業生産者や事業所、学校と連

携して、かぼちゃなどを活用した

地域ブランド商品の開発や、農業

の６次産業化、一次加工を進め、

付加価値の向上を図ります。 

新規就農

協力隊推

進事業 

新規 5-1-3 

地域おこし協力隊による情報発

信や農業体験ツアーの開催、教育

機関との連携により、農業関係人

口づくり進めます。 

⇒茨城北部幹線道路

や那珂インターチェ

ンジを活用したまち

づくりの調査検討 

複合型交

流拠点施

設「道の

駅」推進

事業 

新規 5-2-1 
複合型交流拠点施設「道の駅」

の整備を推進します。 

菅谷飯田

線道路整

備事業 

継続 2-6-2 

生活道路については、その重要

性や緊急性を踏まえ、地域の協力

を得ながら計画的に整備を進めま

す。 

（３）公共施

設の適正化 

 

【さらなる

活力を生み

出す拠点と

なる公共施

設の最適化】 

⇒公共施設等マネジ

メント計画（個別計

画）の策定 

― 継続 6-2-3 

公共施設については、市公共施

設等マネジメント計画に基づき、

老朽化に伴う施設の修繕や長寿命

化を計画的に行い、維持管理に係

る財政負担の平準化を図るととも

に、バリアフリー化や脱炭素化の

視点も踏まえ、施設の適正配置と

安全・安心な管理運営を推進しま

す。 

⇒市の活力につなが

る未利用資産の適正

な処分 

財産管理

事務費 
継続 6-2-3 

活用が図られていない市有地な

どについては、売却を進めます。 

⇒学校立地の適正化

について検討 

事務局事

務費 
拡充 4-1-4 

一定規模の教育環境の中で社会

性を育むため、小中学校の適正規

模化を推進します。 

⇒公共施設の整備又

は運営手法について、

民間活力の活用を視

野に入れ、手法と可能

性を調査検討 

四中学区

コミュニ

ティセン

ター整備

事業 

継続 1-3-2 

コミュニティセンターや市民活

動支援センターの利用環境を整え

るとともに、市民活動団体が行う

自主的・自発的な活動を支援しま

す。 

宮の池公

園整備事

業 

継続 2-7-3 
防災の視点や居住環境に配慮

し、地域の特性や利用目的に応じ

た公園の管理運営を行います。 
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諮問書・答申書 
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成果指標一覧 
施策の大綱１ みんなで進める住みよいまちづくり 

施策名 成果指標名 

 

現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 目標値の設定の考え方 

施策１ 

地域コミュ

ニティの充

実を図る 

自治会加入
率 

66.6% 72.0% 75.2% 
市民協働

課資料 

班加入世帯数／
住基世 

帯数×100 

現状値が前期基本計画の目標値
に達していないことから、目標値

は前期基本計画の目標値と同じ
75.2%に設定する。自治会への加
入促進及び退会抑制に努め、中間

目標値は(75.2－66.6)/6 年≒1.4
ポイント/年の増を見込み、
66.6+(1.4×4年)＝72.2≒72.0%

に設定する。 

施策２ 

誰もが住み

続けたいと

思えるまち

づくりを推

進する 

住みやすい
と思うと答
えた市民の
割合 

87.8% 90.0% 91.0% 
市民アン

ケート 

「那珂市は住や
すいまちだと思

いますか」とい
う質問に対し、
「住みやすいと

思う」「どちら
かといえば住み
やすいと思う」

と回答した市民
の割合 

総合戦略の目標値 85.0％を超え
ており、今後、新たな施策を展開

する中での目標値であるため、各
年度 0.5ポイント増の目標とし、
令和 9 年度の目標値を 91％とす

る。 

社会動態に
よる人口増
加数(当該年
以前 5か年の
平均) 

81 人 
（Ｒ３年） 

105 人 
（Ｒ７年） 

117 人 
（Ｒ９年） 

茨城県 

常住人口 

調査 

転入者数－転出

者数（当該年以
前 5か年の平均） 

総合戦略の目標値 50 人を超えて
おり、一定の成果が得られてい
る。人口減少が進む中でも引き続

き施策を展開し前期基本計画同
様に 5 年で 30 人(6 人/年)の増を
目指し 81人+(6人×6年)＝117人

とする。中間目標値は、81人+(6
人×4 年)＝105人とする。 

空き家に入
居した件数
(累計) 

3 件 11 件 15 件 
市民協働

課資料 

空き家バンクに
登録された空き
家への入居件数 

現状値が前期基本計画の目標値
に達していないこと及び総合戦

略との整合を踏まえ、2件/年の増
を目指し目標値を 15 件に設定す
る。中間目標値は、3件＋(2 件×

4 年)＝11 件とする。 

施策３ 

市民との協

働によるま

ちづくりを

推進する 

まちづくり
活動に参加
している市
民の割合 

39.5% 48.0% 52.0% 
市民アン

ケート 

「まちづくり活
動に参加したこ
と が あ り ま す

か」という質問
に対し、「年に 1 
回以上参加して

いる」以上の頻
度で参加してい
ると回答した市

民の割合 

現状値が前期基本計画の目標値
に達していないことから、目標値
は前期基本計画の目標値と同じ

52.0%に設定する。中間目標値は
(52.0－39.5)/6年≒2.1ポイント
/年の増を見込み、39.5+(2.1×4

年)＝47.9≒48.0％に設定する。 

市の行政情
報を把握し
ていると答
えた市民の
割合 

91.6% 92.0% 92.0% 
市民アン

ケート 

「那珂市の行政
情報をどのよう

に把握していま
すか」という質
問に対し、「特

に把握していな
い」「無回答」
以外の回答をし

た市民の割合 

平成 30 年度に 91.9％、令和３年
度に 91.6％となっており、市の行

政情報を把握している割合とし
ては十分な水準と考えられるた
め、過去５年間の最大値 91.9％を

超える 92.0％を目標値と設定す
る。 
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施策名 成果指標名 

 

現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 目標値の設定の考え方 

施策４ 

互いに尊重

し合う社会

の形成を図

る 

人権が侵害
されたと感
じたことが
あると答え
た市民の割
合 

14.4% 10.8% 10.0% 
市民アン

ケート 

「普段の生活で
人権が侵害され
たと感じること

がありますか」
という質問に対
し、「ある」と

回答した市民の
割合 

新型コロナウイルス感染症流行

による行動制限や感染症対策の
取組の影響で令和 3年度実績が大
きく増加したため、令和 4年度を

流行前の令和元年度と同程度
(12.0%)と見込み、啓発事業の実
施により 0.4 ポイント減/年を目

指す。 

家庭におけ
る男女の立
場が平等で
あると答え
た市民の割
合 

37.8% 46.0% 50.0% 
市民アン

ケート 

「家庭において
男女の立場をど

う感じますか」
という質問に対
し、「平等にな

っている」と回
答した市民の割
合 

現状値が前期基本計画の目標値
に達していないことから、目標値
は前期基本計画の目標値と同じ

50.0%に設定する。中間目標値は
(50.0-37.8)/6年≒2.0ポイント/
年の増を見込み、37.8+(2.0×4

年)＝45.8≒46.0%に設定する。 

職場におけ
る男女の立
場が平等で
あると答え
た市民の割
合 

24.9% 32.0% 35.0% 
市民アン

ケート 

「職場において

男女の立場をど
う感じますか」
という質問に対

し、「平等にな
っている」と回
答した市民の割

合 

現状値が前期基本計画の目標値
に達していないことから、目標値

は前期基本計画の目標値と同じ
35.0%に設定する。中間目標値は
(35.0-24.9)/6年≒1.7ポイント/

年の増を見込み、24.9+(1.7×4
年)＝31.7≒32.0%に設定する。 

 

施策の大綱２ 安全で快適に暮らせるまちづくり 

施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 

目標値の設 

定の考え方 

施策１ 

災害に強

いまちを

つくる 

自主防災組

織数 
67 組織 68 組織 68 組織 

防災課 

資料 

自治会単位で結
成された自主防

災組織の数 

前期基本計画に掲げた目標値(全
ての自治会での結成)を達成する

ことができなかったため、同じ値
の 68組織に再設定する。早期で
の結成を目指し、中間目標値も同

じ値とする。 

災害が少な

い又は必要

な対策が取

られている

ため、安全な

生活が送れ

ていると感

じる市民の

割合 

57.6% 59.2% 60.0% 
市民アン

ケート 

安全な生活が送
れていると感じ

る 理 由 に つ い
て、「災害が少
ない又は必要な

対策が取られて
いるため」と回
答した市民の割

合 

目標値は、前期基本計画に掲げた
目標値を達成することができな

かったため、同じ値の 60.0%に再
設定する。中間目標値は、
(60.0-57.6)/6=0.4 ポイント/年

の増加を見込み、57.6+(0.4×4)
＝59.2%に設定する。 

普通救命講

習会受講者

数 

225 人 

（Ｒ３年） 

850 人 

（Ｒ７年） 

895 人 

（Ｒ９年） 

市消防 

年報 

市消防本部で実

施している普通
救命講習会の受
講者数 

現状値が前期基本計画の目標値

に達していないことから、目標値
は前期基本計画の目標値と同じ
895人に設定する。中間目標値は

令和 2 年、令和 3 年は新型コロナ
ウイルス感染症の影響があった
ため、令和元年の実績値 778 人を

基に(895-778)/6年≒20 人/年の
増を見込み、778+（20×4 年）＝
858≒850 人に設定する。 
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施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 

目標値の設 

定の考え方 

施策２ 

犯罪を防

ぐまちを

つくる 

犯罪が少な

い又は必要

な対策が取

られている

ため、安全な

生活が送れ

ていると感

じる市民の

割合 

34.7% 41.1% 44.0% 
市民アン

ケート 

安全な生活が送

れていると感じ
る 理 由 に つ い
て、「犯罪が少

ない又は必要な
対策が取られて
いるため」と回

答した市民の割
合 

目標値は、前期基本計画に掲げた

目標値を達成することができな
かったため、同じ値の 44.0%に再
設定する。中間目標値は、

(44.0-34.7)/6=1.55≒1.6 ポイン
ト/年の増加を見込み、34.7+(1.6
×4)＝41.1%に設定する。 

自警団組織

率 
95.6% 97.1% 100.0% 

防災課 

資料 

自警団結成自治

会数／ 
自 治 会 総 数 ×
100 

前期基本計画に掲げた目標値(全

ての自治会での結成)を達成する
ことができなかったため、同じ値
の 100.0%に再設定する。中間目標

値は、1 組織増を見込み、
(65+1)/68×100≒97.1%に設定す
る。 

施策３ 

交通安全

を推進す

る 

交通事故件

数 

133 件 

（Ｒ３年） 

128 件 

（Ｒ７年） 

126 件 

（Ｒ９年） 

茨城県 

警察本部 

資料 

市内における交
通事故発生件数 

交通事故件数は、平成 29年(259
件)と令和3年(133件)を比較する

と約 50%減少しているが、ここ 2
年は横ばいであるため、目標値は
現状値から5%減の126件に設定す

る。中間目標値は、(126-133)/6
≒1.16件/年の減少を見込み、
133-(1.16×4年)≒128 件に設定

する。 

施策４ 

健康で快

適に過ご

せる生活

環境の保

全を図る 

苦情件数①

(大気、騒音、

振動、悪臭な

ど) 

54 件 42 件 35 件 
環境課 

資料 

窓口や電話で受
け付けた大気、

騒音、振動、悪
臭などに関する
苦情件数 

目標値に達していないため、引き
続き生活環境の保全を図り、目標

値は前期基本計画と同じ 35 件に
設定にする。中間目標値は
（54-35）/6≒3 件/年の減を目指

し、54-(3×4 年)＝42 件に設定す
る。  

苦情件数②

(空き地管

理) 

55 件 47 件 43 件 
環境課 

資料 

窓口や電話で受
け付けた空き地
の管理に関する

苦情件数 

平成 29 年度から現状を見ると
（66-55）/6≒2 件/年の減となっ

ているため、目標値を 55-(2×6
年)＝43 件に設定にする。中間目
標値は 55-（2×4 年）＝47件に設

定する。 

不法投棄処

理件数 
141 件 100 件 80 件 

環境課 

資料 

不法投棄された
ごみを処理した
件数 

依然として不法投棄が絶えず目
標値に達していないため、引き続

き生活環境の保全を図り、前期基
本計画と同じ 80 件に設定する。
中間目標値は（141-80）/6≒10 件

/年の減を目指し、141-(10×4
年)≒100 件に設定する。 

施策５ 

地球にや

さしい持

続可能な

社会への

転換を図

る 

可燃ごみ排

出量 
15,733t 14,020t 13,330t 

大宮地方 

環境整備 

組合資料 

大宮地方環境整
備組合環境セン
ターで収集した

可燃ごみの量 

平成 29 年度以降毎年増加してお

り、目標値に達していないが、引
き続きごみの分別の徹底やごみ
減量に関する啓発活動などを通

して前期基本計画と同じ 13,600
ｔに設定する。中間目標値は、
(15,733-13,600)/6≒350ｔ/年の

削減を目指し、15,733-(350×4)
≒14,300tに設定する。さらに、
現在可燃ごみとして収集してい

るプラスチックなどの資源物回
収を予定しており、それぞれの目
標値から 2％が資源物回収量に移

動すると見込まれるため、それを
加味した目標値に設定する。 
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施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 

目標値の設 

定の考え方 

施策５ 

地球にや

さしい持

続可能な

社会への

転換を図

る 

資源物回収

量 
1,784t 2,200t 2,270t 

大宮地方 

環境整備 

組合資料 

大宮地方環境整

備組合環境セン
ターで回収した
資源物の量 

目標値を達成している年度もあ

るが、引き続きリサイクル率を高
める取組を行うため、前期基本計
画と同じ 2,000ｔに設定する。中

間目標値は、
(2,000-1,784)/6≒40ｔ/年の増
を目指し、

2,000-(40×2)≒1,920t に設定す
る。さらに、現在可燃ごみとして
収集しているプラスチックなど

の資源物回収を予定しており、同
年度の可燃ごみ排出量の目標値
から 2％が資源物回収量として移

動してくることが見込まれるた
め、それを加味した目標値に設定
する。 

施策６ 

利便性の

高い交通

基盤を整

える 

道路改良率 28.0% 29.2% 29.8% 
土木課 

資料 

改良済延長／道
路実延長×100 

0.3ポイント/年の増加を見込み、
中間目標値は 28.0+(0.3×4年)＝
29.2％に、目標値は 28.0+(0.3×6

年)＝29.8％に設定する。 

歩道設置率 8.2% 8.4% 8.5% 
土木課 

資料 

歩道延長／道路

実延長×100 

0.05 ポイント/年の増加を見込

み、中間目標値は 8.2+(0.05×4
年)＝8.4％に、目標値は
8.2+(0.05×6年)＝8.5％に設定

する。 

日常におい

て移動に不

便を感じて

いない市民

の割合 

67.1% 69.7% 71.0% 
市民アン 

ケート 

「日常生活にお
いて目的地まで

の移動について
不便を感じます
か」という質問

に対し、「まっ
たく感じない」
「ほとんど感じ

ない」と回答し
た市民の割合 

高齢化社会が進行する中である
が、目標値は過去 5年間で最高で

あった 70.5％を超える 71％とす
る。中間目標値は、(71.0-67.1)
／6年＝0.65ポイント／年増を見

込み 69.7％とする。 

ひまわりタ

クシー利用

者数 

19,387人 26,500人 29,300人 
政策企画 

課資料 

デマンド交通で
あるひまわりタ

クシーの利用者
数 

コロナ禍の影響により実際の需
要がつかみきれない面があるが、
全体としては利用者が増加傾向

にあると考えられることから、令
和 3年度の利用者登録数 3,190人
から 220人/年の増、1 人あたり

6.5回利用/年を見込み、中間目標
値は 26,500人とし、目標値を
29,300人とする。 

施策７ 

自然環境

と調和し

た魅力的

な都市づ

くりを推

進する 

宅地化率 63.6% 64.8% 65.4% 
都市計画 

課資料 

住居系市街化区
域面積／市街化
区域面積×100 

引き続き都市基盤整備に取り組
んでいくことにより、平成 27 年
度から令和 2年度までの伸び率で

ある 0.3ポイント/年の増を見込
み、中間目標値を 63.6+(0.3×4)
＝64.8%、目標値を 63.6+（0.3×6）

＝65.4%とする。 

幹線街路整

備率(市街化

区域内) 

79.1% 

(Ｒ２年度) 
84.1% 86.1% 

都市計画

課資料 

市街化区域内の

幹線街路供用延
長／市街化区域
内の幹線街路延

長× 
100 

引き続き都市基盤整備に取り組
んでいくことにより、平成 27 年

度から令和 2 年度までの伸び率
1.0ポイント/年の増を見込み、中
間目標値を 79.1+(1.0×5)＝

84.1%、目標値を 79.1+(1.0×7)
＝86.1%とする。 
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施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 

目標値の設 

定の考え方 

施策８ 

安定的に

水道水を

供給する 

配水管網の

耐震化率 
20.1% 22.6% 23.6% 

水道課 

資料 

耐震管延長／管

路総延長×100 

水道事業第 2次基本計画に基づく

配管網整備による。中間目標値
(令和 7 年度)は、124,941ｍ
/553,048ｍ×100＝22.59≒

22.6％に設定し、目標値(令和 9
年度)は、131,523ｍ/557,983ｍ×
100＝23.57≒23.6％に設定する。 

施策９ 

効率的に

生活排水

を処理す

る 

汚水処理人

口普及率 
87.0% 92.5% 94.0% 

下水道課 

資料 

整備区域内人口
／行政区域内人
口×100 

生活排水に対する浄化意識の啓

発、また、浄化槽設置補助事業の
取組や今後の公共下水道事業施
工計画より、令和 6 年度まで 1.5

ポイント/年の増を見込み、整備
区域が限られてくる令和 7年度か
ら令和 8年度までは 1.0ポイント

/年の増を見込こむことから中間
目標値を 92.5％と設定する。目標
値については、令和 9 年度から既

設管の更生工事を予定している
ことから、新規工事は縮小となる
ため、0.5ポイント/年の増を見込

み 94.0％と設定する。 

水洗化率 94.8% 95.0% 95.1% 
下水道課 

資料 

整備区域内水洗

化人口／整備区
域内人口×100 

令和 2年に酒出地区の農業集落排
水の供用開始に伴い、区域が拡大

したため、現状値が減少したが、
公共下水道事業施工予定であり
令和 3 年度の実績値 94.8%から、2

年毎に 0.1 ポイント増を見込み、
中間目標値を 95.0%、目標値を
95.1%と設定する。 

 

施策の大綱３ やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくり 

施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 目標値の設定の考え方 

施策１ 

安心して

子どもを

産み育て

られる環

境を整え

る 

安心して子

どもを育て

られると感

じている市

民の割合 

42.4% 54.0% 60.0% 
市民アン

ケート 

中学生までのお

子さんを育てて
いる方に聞いた
「安心して子ど

もを育てられて
いると感じます
か」という質問

に対し、「感じ
ている」「どち
らかといえば感

じている」と回
答した市民の割
合 

過去 5 年の平均値 50％に 10 ポイ

ント増の 60％に設定。中間目標値
は(60-42.4)/6年＝2.9ポイント/
年の増を見込み、42.4＋（2.9×4

年）=54％に設定する。  

年間出生数 
305 人 

（Ｒ３年） 

310 人 

（Ｒ７年） 

310 人 

（Ｒ９年） 

茨城県 

常住人口 

調査 

出生により住民
票に記載された

者の数 

直近 3年の年間出生数の平均値は
315人となっている。平成 29 年か
ら令和 3年までの減少率は▲22%

となっており、減少傾向にあるが
施策推進により現状維持を目指
す。315 人≒310 人を中間目標値

及び目標値として設定する。 
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施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 目標値の設定の考え方 

施策１ 

安心して

子どもを

産み育て

られる環

境を整え

る 

地域子育て

支援センタ

ー利用者数 

7,046

人 

14,500

人 

14,500

人 

こども課 

資料 

つぼみ、すくす
くーる及びちい
ろばの利用者数

の 
合計 

地域子育て支援センター利用者

は、平成 30年度をピークに減少
傾向にあり、特に令和 2 年度につ
いてはコロナ禍の影響を受けて

著しく少ない利用人数となって
いる。今後も少子化やコロナ禍の
影響を受ける可能性があるため、

5年平均利用者14,497人≒14,500
人を中間目標値及び目標値とす
る。 

施策２ 

高齢者が

いきいき

と暮らせ

る環境を

整える 

生きがいを

持っている

と答えた高

齢者の割合 

85.0% 90.0% 92.0% 
市民アン 

ケート 

「今の生活で、
どのようなとき
に生きがいを感

じますか」とい
う質問に対し、
「特に意識して

いない」と回答
した者を除く高
齢者の割合 

現状値(令和 3年度:85.0%)が前期
基本計画の目標値(令和 4年
度:92.0%)に達していないため、

今回の目標値は前回と同じ目標
値に設定する。中間目標値は、
(92-85)/6≒1.17ポイント/年の

増と見込み、85.0+(1.17×4 年)
≒90.0%とする。 

施策３ 

障がい者

が地域社

会で安心

して暮ら

せる環境

を整える 

障がい者理

解が深まっ

ていると思

う市民の割

合 

23.2% 27.0% 29.0% 
市民アン 

ケート 

「社会の中で障
がいのある方に

対する理解は深
まっていると思
いますか」とい

う質問に対し、
「 深 ま っ て い
る」と回答した

市民の割合 

障がいへの理解を深めるための
広報や啓発を実施することで、1

ポイント/年の増を見込み目標値
を設定する。 

障がいのあ

る方が住み

やすいと思

う市民の割

合 

41.9% 46.0% 48.0% 
市民アン 

ケート 

「那珂市は障が
いのあるかたが

住みやすいまち
だ と 思 い ま す
か」という質問

に対し、「住み
やすいと思う」
「どちらかとい

えば住みやすい
と思う」と回答
した市民の割合 

その人に応じた適切な障がい福
祉サービスの提供や支援を実施

することで、1 ポイント/年の増を
見込み目標値を設定する。 

施策４ 

家庭や地

域で支え

あう福祉

環境を整

える 

福祉環境に

不安を感じ

ない市民の

割合 

24.0% 28.0% 30.0% 
市民アン 

ケート 

「今の福祉環境
で安心して暮ら

せると感じます
か」という質問
に対し、「特に

不 安 は 感 じ な
い」と回答した
市民の割合 

各分野における福祉サービスの
充実と地域福祉の推進により満

足度が増加すると考えられるこ
とから、毎年度 1 ポイント(令和
元年度実績22.9%－平成27年度実

績 20.0%÷3年≒1%)の増加を目標
として設定する。 

民生委員・児

童委員の充

足率 

99.0% 100.0% 100.0% 
社会福祉

課資料 

定員 105 人に対

し、実際に委嘱
され活動してい
る人数の割合 

民生委員・児童委員は高齢者の見
守り、地域住民と行政の架け橋と
なるべく活動しているが、近年な

り手不足が顕著になっているた
め、充足率 100%を目標値として設
定する。 



199 

施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 目標値の設定の考え方 

施策５ 

適切な医

療が受け

られる環

境の充実

を図る 

必要なとき

に適切な医

療が受けら

れると思っ

ている市民

の割合 

71.2% 70.0% 75.0% 
市民アン 

ケート 

「病気やけがの

際に適切な医療
サービスが受け
られていると感

じますか」とい
う質問に対し、
「受けられてい

る」「どちらか
といえば受けら
れている」と回

答した市民の割
合 

前期基本計画では目標値（令和 4

年度）を 69.0%に設定しているが、
令和元年度実績 73.2%、令和 2年
度実績 70.3%、令和 3 年度実績

71.2%と目標値を上回っている。
新型コロナウイルス感染症対策
に伴う医療提供体制の変化など

の影響も考えられるため、コロナ
禍の教訓を踏まえた上で、医療体
制について市民の理解を求めて

いく。 

かかりつけ

医を持って

いる市民の

割合 

67.6% 70.0% 75.0% 
市民アン 

ケート 

「かかりつけ医
は、どこですか」
という質問に対

し、「市内の医
療機関」「市外
の医療機関」「市

内・市外の両方」
と回答した市民
の割合 

前期基本計画では目標値(令和 4

年度）)を 73.0%に設定している
が、令和元年度実績 71.9%、令和
2 年度実績 68.8%、令和 3年度実

績 67.6%と低下している。新型コ
ロナウイルス感染症対策に伴う
医療提供体制の変化などの影響

も考えられるため、コロナ禍の教
訓を踏まえた上で、引き続き「か
かりつけ医」の重要性について市

民の理解を求めていく。 

施策６ 

健康で生

きがいを

持って暮

らせる保

健体制の

充実を図

る 

特定健診受

診率 

26.8% 

（Ｒ２年度） 
60.0% 

60.0% 

 

保険課 

資料 

特定健康診査受
診者数 
／特定健康診査

対象者数×100 

市健康増進計画及び市国民健康

保険第 3期特定健康診査等実施計
画においても設定されている目
標値でもあり、特定健康診査受診

率向上に取り組み、目標値を
60.0％に設定する。 

特定保健指

導実施率 

51.6% 

（Ｒ２年度） 
67.0% 67.0% 

保険課 

資料 

特定保健指導終
了者数 

／特定保健指導
対象者数×100 

市データヘルス計画（平成 30 年

度～令和５年度）の中間評価（令
和２年に令和元年度までの実績
よる評価）により数値の見直しを

行ったものと整合を図り、67.0%
を目標値に設定する。 

健康である

と感じてい

る市民の割

合 

74.7% 79.5% 82.0% 
市民アン 

ケート 

「今の自分の健

康状態をどう思
いますか」とい
う質問に対し、

「健康である」
「どちらかとい
え ば 健 康 で あ

る」と回答した
市民の割合 

現状値が前期基本計画の目標値

に達していないことから、目標値
は前期基本計画の目標値と同じ
82.0%に設定する。中間目標値は

(82.0－74.7)/6年≒1.2ポイント
/年の増を見込み、74.7+(1.2×4
年)＝79.5%に設定する。 

 

施策の大綱４ 未来を担う人と文化を育むまちづくり 

施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 目標値の設定の考え方 

施策１ 

豊かな心

を育む学

校教育の

充実を図

る 

難しいこと

でも失敗を

恐れず挑戦

する生徒の

割合 

63.4% 71.0% 75.0% 

全国学

力・学習状

況調査 

「難しいことで
も、失敗を恐れ

ないで挑戦して
いますか」とい
う質問に対し、

「当てはまる」
「どちらかとい
え ば 当 て は ま

る」と回答した
生徒の割合 

目標値は、前期基本計画に掲げた
目標値を達成することができな

かったため、同じ値の 75.0%に再
設定する。中間目標値は、
(75.0-63.4)/6＝1.9ポイント/年

の増加を見込み、63.4＋(1.9×4)
＝71.0%に設定する。 



200 

施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 目標値の設定の考え方 

施策１ 

豊かな心

を育む学

校教育の

充実を図

る 

体力テスト

の県平均を

上回った児

童生徒の割

合 

51.9% 59.0% 62.0% 
学校教育

課資料 

体力テストの県
平均を上回った

児童生徒数／児
童生徒数×100 

目標値は、前期基本計画に掲げた

目標値を達成することができな
かったため、同じ値の 62.0%に再
設定する。中間目標値は、

(62.0-51.9)/6＝1.7ポイント/年
の増加を見込み、51.9＋(1.7×4)
≒59.0%に設定する。 

不登校の長

期欠席児童

生徒の割合 

1.8% 1.6% 1.5% 
学校教育

課資料 

不登校の長期欠

席（年間 30 日以
上）の児童生徒
数／児童生徒数

×100 

全国では平成 24 年度から増加の

一途をたどっている状況から、現
状維持も困難であると考えられ
るため、0.5 ポイント/年の減を目

指し目標値を 1.5%に設定する。 

「子どもが

幼稚園に行

くことを楽

しみにして

いる」と回答

した保護者

の割合 

73.3% 81.0% 85.0% 

ひまわり

幼稚園保

護者アン

ケート 

「お子さんは、
幼稚園に行くこ
とを楽しみにし

ていますか。」
という質問に対
し、「はい」と

回答した保護者
の割合 

様々な体験活動、外国語や運動な
どの特色ある教育活動などを通

して 、教育内容の充実を図り、
年 2％の上昇を目指し 、中間目標
値を現状値の 8ポイント増の

81.0％に、目標値を 12.0 ポイン
トの 85.0％に設定する。 

施策２ 

未来を担

う青少年

の健全育

成を図る 

子ども会加

入率 
31.7% 46.0% 46.0% 

生涯学習

課資料 

子ども会に加入

している児童数
／児童数×100 

子ども会加入率は、平成 24 年度

(65.8％)から平成 29 年度
(46.4％)までで 19.4 ポイント減
少、平成 29年度から令和 3 年度

までは 14.7ポイント減少してい
ることから、今後も低下すること
が予想されるが、施策の推進によ

り前期基本計画と同様の目標値
を設定する。 

ふるさと教

室で友だち

と協力して

学習できた

割合 

94.7% 100.0% 100.0% 

ふるさと

教室参加

者アンケ

ート 

「ふるさと教室

で友だちと協力
して学習できま
したか。」とい

う質問に対し、
「よくできるよ
うになった」「で

きるようになっ
た」と回答した
参加者の割合 

学校や学年の違う友達との交流

を通して、参加児童全員の自主性
や社会性を養う力を高めること
を目指し、目標値を設定する。 

施策３ 

生涯にわ

たり学ぶ

ことがで

きる環境

を整える 

学習活動を

している市

民の割合 

22.2% 27.0% 30.0% 
市民アン 

ケート 

「日頃から学習
活動をしていま

すか」という質
問に対し、「年
に 1 回以上行っ

ている」以上の
頻度で活動をし
ていると回答し

た市民の割合 

目標値は、前期基本計画に掲げた
目標値を達成することができな

かったため、同じ値の 30.0%に設
定する。中間目標値は、(30.0‐
22.2)/6年＝1,3ポイント/年の増

額を見込み 22.2＋（1.3×4 年）
＝27.4≒27.0%に設定する。 

市民一人当

たりの図書

館資料貸出

数 

6.5 点 8.8 点 10.0 点 
市立図書

館資料 

図書館資料貸出
数／常住人口 

コロナ禍における臨時休館によ
り、令和 3 年度は 6.5 冊まで減少

している。同年の目標値と比較
し、3.1 冊のかい離が生じている
が、読書の意義や重要性に対する

市民の理解を深めるため情報発
信するなどの施策の推進により
年間 29,000点の増を見込む。 

令和 3年度の貸出数が 345,000点
であることから、目標値は
345,000＋（29,000×6 年）＝

519,000 点、519,000/52,000 人≒
10.0 点に設定する。人口について
は、常住人口の実績値及び推計値

を用いて算出した。 
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施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 目標値の設定の考え方 

施策４ 

スポーツ

を身近に

感じ親し

める環境

を整える 

体育施設利

用者数 

163,236

人 

263,000

人 

269,000

人 

スポーツ 

推進室 

資料 

那珂総合公園、
ふれあいの杜公
園、瓜連体育館、

神 崎 グ ラ ウ ン
ド、夜間開放学
校体育施設など

の利用者数の合
計 

体育施設などの大規模修繕も完

了し、今後は利用者の伸びも期待
できることから、目標値は前期基
本計画目標値（254,000人）を基

準に 3,000 人/年の利用者増を想
定し 269,000 人に設定する。中間
目標値は、254,000+(3,000×3年)

＝263,000人に設定する。 

日頃からス

ポーツに取

り組んでい

る市民の割

合 

60.4% 74.0% 78.0% 
市民アン 

ケート 

「日頃からスポ
ーツに取り組ん

でいますか」と
い う 質 問 に 対
し、「月に 1 回

以 上 行 っ て い
る」以上の頻度
で行っていると

回答した市民の
割合 

市民ニーズに対応した教室を開
催するなど施策を展開し、令和 7

年度まで 3.4 ポイント/年の上昇
を見込み中間目標値を 74.0％と
し、令和 8 年度及び令和 9年度を

2.0%/年の上昇を見込み目標値を
78.0％とする。 

施策５ 

歴史資産

と伝統文

化を保

存・継承し

活用を図

る 

歴史資産・伝

統文化が適

切に保存・継

承され、活用

が図られて

いると感じ

る市民の割

合 

45.9% 65.0% 75.0% 
市民アン 

ケート 

「歴史遺産、伝

統文化が適切に
保存・継承され、
活用が図られて

いると思います
か」という質問
に対し、「活用

されていると思
う」「どちらか
といえば活用さ

れ て い る と 思
う」と回答した
市民の割合 

令和元年と令和 3年度を比較する

と 3ポイント増であった。しかし、
今後、額田城跡の調査や地誌編発
刊を予定していることから１年

間 5 ポイント増を見込み、中間目
標値は 65％、目標値は 75％に設
定する。 

指定文化財

を知ってい

る市民の割

合 

66.1% 73.0% 77.0% 
市民アン 

ケート 

「市内に指定文
化財があること

を知っています
か」という質問
に対し、「ほと

ん ど 知 っ て い
る」「知ってい
るものもある」

と回答した市民
の割合 

令和元年と令和 3年度を比較する
と 1.7ポイント増があった。今後、

指定文化財を紹介する広報記事
や展示を計画していることから、
年間 1.8ポイント増を見込み、中

間目標値を 73％、目標値を 77％
に設定する。 

施策６ 

多様な文

化と交流

する機会

の充実を

図る 

国際交流活

動・友好都市

交流活動参

加者数 

233 人 640 人 680 人 

市民協 

働課資 

料 

国際交流活動参

加者数と友好都
市交流活動参加
者数の合計 

現状値が前期基本計画の目標値

に達していないことから、目標値
は前期基本計画の目標値と同じ
680人に設定する。中間目標値は

令和 2 年度、3 年度は新型コロナ
ウイルス感染症の影響があった
ため、令和元年度の実績値 572 人

を基に(680-572)/6 年＝18 人/年
の増を見込み、572+(18×4年)＝
644≒640 人に設定する。 
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施策の大綱５ 活力あふれる交流と賑わいのまちづくり 

施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 目標値の設定の考え方 

施策１ 

活力ある

農業の振

興を図る 

担い手農家

への農地集

積率 

23.2% 28.0% 30.0% 
農政課 

資料 

認定農業者など
による耕作面積
／農地面積× 

100 

平成 27 年度から令和 3 年度まで

の伸びは、1％程度であることか
ら、現在同様、１ポイント/年程
度増加するものと想定し、中間目

標値は 28%、目標値は、同様に 30%
と設定する。 

認定農業者

数 
89 人 100 人 105 人 

農政課 

資料 

農業経営改善計
画を作成し、市

の認定を受けた
農業者の数 

平成 27 年度から令和 3 年度まで

の伸びは 1 経営体/年の増加であ
るが、市アグリビジネス戦略を展
開していることから、1.5 経営体/

年程度増加するものと想定し、中
間目標値は 7経営体増の 100経営
体に、目標値は、同様に 105 経営

体と設定する。 

施策２ 

地域に活

力をもた

らす商工

業の振興

を図る 

商品販売額 
756 億円 

（Ｈ28 年） 

756 億円 

（Ｒ７年） 

756 億円 

（Ｒ９年） 

経済セン

サス 

卸売業・小売業
の年間 

商品販売額 

令和 3年経済センサスの結果が未

公表であるため、平成 28年経済
センサスの結果の公表値を現状
値として設定したが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響に伴い、実
際は減少傾向にあると想定され
ることから、中間目標値及び目標

値については現状値(平成 28年)
までの回復を見込み、同額の 756
億円を設定する。 

従業員数(商

業) 

2,930 人 

（Ｈ28 年） 

2,930 人 

（Ｒ７年） 

2,930 人 

（Ｒ９年） 

経済セン

サス 

卸売業・小売業

の従業員数 

令和 3年経済センサスの結果が未
公表であるため、平成 28年経済
センサスの結果の公表値を現状

値として設定したが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響に伴い、実
際の現状値は減少傾向にあると

想定されることから、中間目標値
及び目標値については現状値(平
成 28年)までの回復を見込み、同

数の 2,930 人を設定する。 

製造品出荷

額 

555 億円 

（Ｒ２年） 

555 億円 

（Ｒ７年） 

555 億円 

（Ｒ９年） 

工業統計 

調査 

従業員 4 人以上
の事業所におけ
る製造品出荷額 

令和 2 年工業統計調査(直近公表
値)を現状値とした。社会情勢の

変化による影響に伴い、実際の現
状値は減少傾向にあると想定さ
れることから、目標値については

現状値(令和 2年)までの回復を見
込み、同数の 555億円を設定する。 

従業員数(工

業) 

2,291 人 

（Ｒ２年） 

2,291 人 

（Ｒ７年） 

2,291 人 

（Ｒ９年） 

工業統計 

調査 

従業員 4 人以上

の事業所におけ
る従業員数 

令和 2 年工業統計調査(直近公表
値)を現状値とした。近年の物価

高騰の影響に伴い、実際の現状値
は減少傾向にあると想定される
ことから、目標値については現状

値(令和 2 年)までの回復を見込
み、同数の 2,291 人を設定する。 

施策３ 

地域資源

を活かし

た観光の

振興を図

る 

観光入込客

数 
77,903人 330,000 人 330,000 人 

商工観光 

課資料 

茨城県植物園、
古徳沼、八重桜

まつり、なかひ
まわりフェステ
ィバルなど、市

の主要な観光地
及びイベントを
訪れた者の数 

新型コロナウイルス感染症の影
響に伴い、現状値は大きく減少し

たが、イベント開催時には感染症
対策を十分に実施するなどの対
応を行い、前期基本計画の目標値

を目指す。 
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施策の大綱６ 行財政改革の推進による自立したまちづくり 

施策名 成果指標名 
現状値 

(Ｒ３年度) 

中間 

目標値 

(Ｒ７年度) 

目標値 

(Ｒ９年度) 

データの

出所 
算出方法 目標値の設定の考え方 

施策１ 

効果的・効

率的な行

政運営を

推進する 

行政サービ

スに対する

市民の満足

度 

74.2% 78.0% 80.0% 
市民アン 

ケート 

「市の行政サー

ビスについて、

どのように思い

ますか」という

質問に対し、「満

足している」「ど

ちらかといえば

満足している」

と回答した市民

の割合 

市民アンケートで「どちらかどい

えば不満」「不満」「無回答」と

回答した割合(約25％)の1/4程度

(6％)を「満足している」「どち

らかといえば満足」に移行するよ

う施策を展開する。そのため、令

和9年度の目標値を74.2+6≒80％

とする。 

施策２ 

健全な財

政運営を

図る 

経常収支比

率 
85.9% 90.0% 89.0% 

財政課 

資料 

一般財源に占め

る 経 常 的 経 費

（人件費、扶助

費及び公債費）

の割合 

国の政策の影響などにより、現状

値は、前期基本計画に掲げた目標

値(R4：89.0%)を達成したが、平

成 30年度から令和 2 年度までの

実績を見ると、90%を超えている

ことから、中間目標値及び目標値

は、前期基本計画と同じ値に設定

する。 

施策３ 

多様な行

政サービ

スを提供

する 

窓口サービ

スが充実し

ていると感

じている市

民の割合 

63.4% 75.0% 80.0% 
市民アン 

ケート 

「市の窓口サー

ビスで気付いた

点はありました

か」という質問

に対し、「特に

感じなかった」

「職員の対応が

良い」「案内係

の対応が良い」

と回答した市民

の割合 

前期基本計画に掲げた目標値(令

和 4 年度：80%)を達成することが

できなかったため、目標値は同じ

値の 80.0%に設定する。中間目標

値は、(80.0-63.4)/6 年≒2.8%/

年であることから、63.4+（2.8×

4 年）＝74.6≒75.0%に設定する。 

行政サービ

スに対する

市民の満足

度 

74.2% 81.4% 85.2% 
市民アン 

ケート 

「市の行政サー

ビスについて、

どのように思い

ますか」という

質問に対し、「満

足している」「ど

ちらかといえば

満足している」

と回答した市民

の割合 

市民アンケートで「どちらかとい

えば不満である」「不満である」

と回答した合計割合(約 22%)の半

分程度(11%)が「満足している」

へ移行するよう施策を推進する。

目標値は現状値(R3：74.2%)に 11

ポイントを加えた 85.2%に設定す

る。中間目標値は、(85.2-74.2)/6

年≒1.8%/年であることから、

74.2+（1.8×4 年）＝81.4%に設定

する。 
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後期基本計画とＳＤＧｓの関係 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＤＧｓ　17のゴール
1 2 3 4 5 6

貧困 飢餓
健康と
福祉

教育 ジェンダー 水・衛生

施策の大綱
施策
No.

施策名

1 地域コミュニティの充実を図る

2 誰もが住み続けたいと思えるまちづくりを推進する

3 市民との協働によるまちづくりを推進する

4 互いに尊重し合う社会の形成を図る ● ●

1 災害に強いまちをつくる ●

2 犯罪を防ぐまちをつくる

3 交通安全を推進する ●

4 健康で快適に過ごせる生活環境の保全を図る ● ●

5 地球にやさしい持続可能な社会への転換を図る

6 利便性の高い交通基盤を整える

7 自然環境と調和した魅力的な都市づくりを推進する

8 安定的に水道水を供給する ● ●

9 効率的に生活排水を処理する ● ●

1 安心して子どもを産み育てられる環境を整える ● ● ● ●

2 高齢者がいきいきと暮らせる環境を整える ●

3 障がい者が地域社会で安心して暮らせる環境を整える ● ●

4 家庭や地域で支え合う福祉環境を整える ● ● ● ●

5 適切な医療が受けられる環境の充実を図る ●

6 健康で生きがいを持って暮らせる保健体制の充実を図る ●

1 豊かな心を育む学校教育の充実を図る ● ● ● ●

2 未来を担う青少年の健全育成を図る ●

3 生涯にわたり学ぶことができる環境を整える ●

4 スポーツを身近に感じ親しめる環境を整える ●

5 歴史資産と伝統文化を保存・継承し活用を図る ●

6 多様な文化と交流する機会の充実を図る ●

1 活力ある農業の振興を図る ●

2 地域に活力をもたらす商工業の振興を図る

3 地域資源を活かした観光の振興を図る

1 効果的・効率的な行政運営を推進する

2 健全な財政運営を図る

3 多様な行政サービスを提供する

６
行財政改革の
推進による
自立した
まちづくり

１
みんなで進める

住みよい
まちづくり

２
安全で快適に
暮らせる
まちづくり

３
やさしさにあふれ
生きがいの持てる

まちづくり

４
未来を担う人と
文化を育む
まちづくり

５
活力あふれる
交流と賑わいの
まちづくり
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ＳＤＧｓ　17のゴール
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

エネルギー
成長・
雇用

イノベー
ション

不平等 まちづくり 生産・消費 気候変動 海洋資源 陸上資源
平和・
公正

パートナー
シップ

● ● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

●

● ●

●

●

●

● ●

●

● ● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

●


