
市市民民がが創創るる ぬぬくくももりりとと活活力力ああふふれれるるままちち・・生生駒駒

生生駒駒市市総総合合計計画画

後後期期基基本本計計画画

案

[資料１]





市長写真

はじめに

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●

生駒市長  



目 次

■序章 基本計画の見直しにあたって................................ ................................................................ .....2

１ 見直しの目的 ............................................................................................................2
２ 見直しの範囲・期間 ..................................................................................................2
３ 見直しの基本方針 ......................................................................................................3
４ 見直しの背景 ............................................................................................................4
（１）社会情勢の変化への対応 .................................................................................... 4

①雇用・経済情勢や震災などの影響 ................................................................... 4
②将来人口推計の変化による影響 ...................................................................... 4

（２）前期基本計画の進捗状況の検証 ......................................................................... 4
①目指す姿の進捗度・指標の達成度 ................................................................... 4
②市民満足度調査の結果 .................................................................................... 5
③総合計画審議会での検証結果の反映 ............................................................... 5

５ 見直しの基礎条件 ......................................................................................................6
（１）将来推計人口と世帯数の推移 ............................................................................. 6
（２）財政の見通し ..................................................................................................... 8

①一般財源の収支 .............................................................................................. 8
②経常的な歳入 ................................................................................................. 9
③経常的な歳出 ................................................................................................10
④経常収支比率 ................................................................................................10
⑤実質公債費比率 .............................................................................................11
⑥市債残高の推移 .............................................................................................11

６ 総合計画の役割と位置付け ......................................................................................12
（１）策定の目的 .......................................................................................................12
（２）計画の役割と位置付け ......................................................................................12

①基本構想 .......................................................................................................12
②基本計画 .......................................................................................................12

７ 総合計画の構成と計画期間 ......................................................................................13
（１）総合計画の構成 ................................................................................................13
（２）計画期間 ...........................................................................................................14

①基本構想 .......................................................................................................14
②基本計画 .......................................................................................................14

８ 後期基本計画の構成と進行管理 ...............................................................................15
（１）基本計画の構成 ................................................................................................15
（２）基本計画のレイアウト ......................................................................................16
（３）基本計画の進行管理方法の明確化と見直し .......................................................16

９ 総合計画の体系 .......................................................................................................18
10 後期基本計画の見方 ................................................................................................20



■本章 後期基本計画........................................................23
１ 市民が主役となってつくる、参画と協働のまち.................................25
（１）まちづくりにおける市民の参画と協働.....................................26

①市民協働.............................................................26
②情報提供・情報公開....................................................28

（２）地域活動.市民活動の活性化...........................................30
①地域活動・市民活動.................................................. .30

（３）人権の尊重.............................................................32
①人権.................................................................32
②男女共同参画.........................................................34
③多文化共生...........................................................36

（４）健全で効率的な行財政運営の推進.........................................38
①行政経営.............................................................38
②行政サービス.........................................................40
③財政.................................................................42
④職員・行政組織........................................................44

２ 子育てしやすく、だれもが成長できるまち....................................47
（１）子育て支援の充実...................................... . ..............48

①母子保健.............................................................48
②保育サービス.........................................................50
③子育て支援...........................................................52

（２）学校教育の充実.............................................．．...........54
①幼稚園教育...........................................................54
②学校教育.............................................................56
③特別支援教育.........................................................58

（３）生涯学習の推進.........................................................60
①生涯学習.............................................................60
②青少年...............................................................62

（４）文化.スポーツ活動の推進................................................64
①文化活動.............................................................64
②歴史・伝統文化........................................................66
③スポーツ・レクリエーション............................................68

３ 環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち...................71
（１）適切な土地利用の推進...................................................72

①土地利用.............................................................72
②住宅環境.............................................................74
③拠点整備.............................................................76



（２）交通ネットワークの整備..................................................78
①道路.................................................................78
②公共交通.............................................................80

（３）環境配慮社会の構築.....................................................82
①３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）..............................82
②環境保全活動.........................................................84

（４）生活環境の整備.........................................................86
①生活排水対策.........................................................86
②公害対策.............................................................88
③地域美化・環境衛生....................................................90
④上水道...............................................................92

（５）緑・水環境の保全と創出.................................................94
①自然的資源...........................................................94
②公園・緑化............................................................96

４ いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち..............................99
（１）地域で助け合い、支え合う仕組みの整備..................................100

①地域福祉活動.......................................................100
（２）健康づくりの推進......................................................102

①健康づくり.........................................................102
（３）医療サービスの充実....................................................104

①医療...............................................................104
（４）高齢者の生活を支えるサービスの実施....................................106

①高齢者保健福祉.....................................................106
②社会保障..........................................................108

（５）障がい者の生活を支えるサービスの実施...............................110
①障がい者保健福祉..................................................110

（６）人にやさしい都市環境の整備.........................................112
①バリアフリー.....................................................112

（７）地域防災体制の充実....................................................114
①災害対策..........................................................114
②自主防災..........................................................116
③消防..............................................................118

（８）生活の安全の確保......................................................120
①交通安全..........................................................120
②防犯・消費者保護....................................................122

５ 地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち.......................125
（１）学研都市との連携......................................................126

①学研都市..........................................................126



（２）農業の振興............................................................128
①農業..............................................................128

（３）商業・工業の振興......................................................130
①企業立地..........................................................130
②商工業............................................................132

（４）観光と多様な交流の促進................................................134
①観光・交流..........................................................134

■巻末資料.................................................................137
１ 総合計画後期基本計画策定体制図.....................................138
２ 総合計画後期基本計画策定経緯.......................................139
３ 生駒市総合計画審議会条例...........................................142
４ 生駒市総合計画審議会委員名簿.......................................143
５ 生駒市総合計画についての諮問.......................................144
６ 生駒市総合計画についての答申.......................................145
７ 生駒市総合計画基本構想の概要.......................................147
８ 関連データ........................................................ 153





序章

1

序序 章章

基本計画の見直しにあたって



序章

2

序章 基本計画の見直しにあたって

１ 見直しの目的

基本計画の見直しについて、基本構想の第 2 章「第 5 次生駒市総合計画の構成と期間」

では、「今後の社会環境の変化に対応していくため、計画は 5 年間とし、中間見直しを行

った上で後期計画を策定することとします。」としています。

また、見直し前の基本計画の小分野１-(４)-①「行政経営」では、行政の役割分担として、

「市民ニーズに基づき、効率的な行政運営を行う」、「総合計画の適切な進行管理を図る」

とあり、行政の今後 5 年間の主な取組として、「総合計画の進行管理について市民が参加

できる仕組みを構築します。」、「市民や利用者のニーズに即した行政サービスを提供するた

め、定期的に満足度調査を実施します。」としています。平成 22 年度と平成 24 年度に実

施しました市民満足度調査結果から前期基本計画の各指標の動向や目指す姿の実現状況を

把握し、市民が参加する生駒市総合計画審議会（生駒市総合計画推進市民委員会・生駒市

総合計画推進懇話会）において計画の進捗状況を検証、分析することで、計画の進行管理

を行ってきました。

これらを踏まえ、平成 26 年度を見直し年次とする基本計画について、第 5 次総合計画

の着実な推進を図るため、社会情勢等の変化や政策・施策成果の評価検証を踏まえた見直

しを行いました。

２ 見直しの範囲・期間

第 5 次総合計画は、まちづくりを行う指針として、まちづくりの基本理念や将来都市像、

その実現に向けた施策の大綱を定めた「基本構想」と、基本構想で定めたまちづくりの理

念と将来都市像を実現するため、市民・事業者・行政の役割分担や各分野で取り組むべき

施策を体系的かつ具体的に示す「基本計画」で構成しています。

今回の見直しは、このうち基本計画について行うもので、見直し後の計画期間は、計画

の実効性を高めるため、市長任期に合わせて平成 26 年度から平成 29 年度までの 4 年間

とします。

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

基本構想

【10 年】

基本計画

【5→4 年】

基本構想

前期基本計画 後期基本計画

前 期 基 本 計 画 を見 直 し、

今 回 新 たに策 定 する計 画
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３ 見直しの基本方針

基本構想に掲げた将来都市像「市民が創る ぬくもりと活力あふれるまち・生駒」の実

現に向けた取組の強化を基本計画見直しの基本方針とします。見直しに当たっては、前期

基本計画をベースとして、計画の構成やレイアウト等の基本的なフレームワークは、前期

基本計画のものを踏襲することとします。

このため、将来都市像の実現に向けた、戦略的アプローチを『持続可能なまちづくり（サ

スティナブル都市）への取組』と定め、社会、環境、経済の 3 つの側面（トリプルボトム

ライン）がバランスよく発展のとれたサスティナブル都市を目指して、平成 29 年度まで

の 4 年間で取り組む施策の重点化や事業の選定等に反映します。

中期財政計画の試算では、今後 4 年間は投資的経費等に充当できる一般財源は徐々に減

少していくと見込んでいることから、限られた財源で効率的かつ効果的な行政運営を図る

ために「選択と集中」を明確にするとともに、基本計画の実効性をさらに高めるために、

「基本構想」に掲げた 25 の施策の大綱のうち、「社会」「環境」「経済」のトリプルボトム

ライン強化の観点から次の●つを重点施策として設定しました。

重点施策の設定にあたっては、市民満足度調査における市民ニーズと、総合計画審議会

での検証をもとに前期基本計画の進捗状況等を踏まえて、設定しています。

＜重点施策＞

＜戦略的アプローチ＞

持続可能なまちづくり（サスティナブル都市）への取組

■社会

①・・・ ← 中分野から選択し、６つ程度を記載する予定

②・・・

■環境

③・・・

④・・・

■経済

⑤・・・

⑥・・・
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４ 見直しの背景

（１）社会情勢の変化への対応

①雇用・経済情勢や震災などの影響

我が国の景気や雇用環境は、昨年末の政権交代に伴い実施される総額約 20 兆円規

模の「日本再生に向けた緊急経済対策」や、日本銀行による 2％のインフレ物価目標

の導入や追加金融緩和の効果などから、これまでの円高状況から円安への転換、株価

の上昇、今春卒業予定の大学生の就職内定率が前年に次ぎ 2 年連続で改善する見込み

であるなど、好転の兆しが見えています。しかしながら、依然として長引く欧州債務

危機問題への懸念や尖閣諸島の領有権をめぐる中国との関係悪化の継続による海外需

要の減少、円安への転換による石油製品などの値上がりや企業の業績回復の給与所得

への反映の遅れにより、個人消費への影響が懸念されること、来年度に実施される消

費増税による個人負担の増加など、景気や雇用環境の改善を阻む要因もあり、依然と

して厳しい社会経済情勢にあります。

また、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災は、未曾有の災害として依然として

日本に大きな傷跡を残しており、近い将来、東南海地震の発生も予測されることなど、

震災を始めとする自然災害に対する安全対策は各自治体の早急の課題となっています。

このように第 5 次総合計画策定時の社会情勢から大きな変化が見られ、本市にとっ

ても影響が大きい事項については基本計画全体への影響を考慮しました。

このほか、各分野ごとに社会制度や社会情勢について変化がなかったかを分析し、

必要に応じた見直しを行いました。

②将来人口推計の変化による影響

本市の人口は、第 5 次総合計画策定時に設定した目標年次である平成 30 年におけ

る概ね 121,000 人に既に平成 24 年の時点で到達し、その後も全国的に人口減少傾向

にある中でも本市においては引き続き人口増加傾向にあることから、実績値の検証を

もとに将来人口フレームを見直しました。見直しにあたっては、本市の立地環境や過

去の人口移動傾向、今後の開発計画等を踏まえて、コーホート要因法により推計を行

いました。

（２）前期基本計画の進捗状況の検証

①目指す姿の進捗度・指標の達成度

各小分野ごとに設定している目指す姿の進捗度や指標の動向を把握し、施策の進捗

状況、課題などを検証しました。
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②市民満足度調査の結果

各分野の取組の成果や進捗状況について市民満足度調査を通じて得られた重要度

や満足度、目指す姿の進捗度などの市民実感から分析し、各分野の進捗状況の評価及

び政策・施策の今後の方向性を検討するための参考としました。

＜領域Ａ＞維 持 分 野：進捗実感度は高く、重要度が低いため、今後場合 によっては他の項目へ優先順位

をシフトしていくことを検討する必要がある項目

＜領域Ｂ＞重 点 維 持 分 野：重要度も進捗実感度も高いため、継続して充実する必要がある項目

＜領域Ｃ＞改 善 分 野：進捗実感度 が低いものの重要度も低いため、ほかの項目の優先順位 を勘案しなが

ら、進捗実感度を向上していくべき項目

＜領域Ｄ＞重 点 改 善 分 野：重要度が高いにも関わらず、進捗の実感度が低く、優先して充実が求められる項目

目指す姿の進捗度（点）

49

57

52

41

52

44

51

4846

35

市民が主役となってつくる、

参画と協働のまち

子育てしやすく、

だれもが成長できるまち

環境にやさしく、自然と都市機

能が調和した、住みやすいまち

いつでも安全、いつまでも

安心して暮らせるまち

地域の自然と知恵を活かし、

にぎわいと活力のあるまち

H24調査

H22調査

指標の達成度（％）

70

72

63

39

57

57

50

5351

42

市民が主役となってつくる、

参画と協働のまち

子育てしやすく、

だれもが成長できるまち

環境にやさしく、自然と都市機

能が調和した、住みやすいまち

いつでも安全、いつまでも

安心して暮らせるまち

地域の自然と知恵を活かし、

にぎわいと活力のあるまち

H24

H23

子育て支援

学校教育

生活環境

医療市民協働

地域活動

人権

行財政運営

生涯学習

文化･ｽﾎﾟｰﾂ活動

土地利用

交通ﾈｯﾄﾜｰｸ

環境配慮社会

緑・水環境

地域福祉

健康

高齢者支援
障がい者支援

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

地域防災

生活安全
学研都市 農業

商業・工業

観光

平均

20

30

40

50

60

70

50 60 70 80 90

高

高低

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

目
指
す
姿
の
進
捗
実
感
度

施策重要度

まちづくりの目標
○　１．市民が主役となってつくる、参画と協働のまち
●　２．子育てしやすく、だれもが成長できるまち
◆　３．環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち
▲　４．いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち
■　５．地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力あるまち

施策の重要度と目指す姿の進捗実感度
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③総合計画審議会での検証結果の反映

政策・施策成果の評価検証に当たっては、これらの目指す姿の進捗度や指標等をも

とに、総合計画審議会で総合的な評価を行ったうえで、施策の内容等の見直しに反映

しました。また、指標の目指す値の見直しや指標そのものの見直しについては、検証

結果を踏まえ必要に応じて見直しを行いました。

５ 見直しの基礎条件

（１）将来推計人口と世帯数の推移

生駒市は、平成 24 年 10 月 1 日現在で、市全体人口 121,105 人、47,766 世帯となっ

ており、いまだ増加傾向を示しています。人口減少時代の社会潮流の中で、継続して人

口増加を続けており、今後 5 年間も大規模開発が予定され、大阪大都市圏のベッドタウ

ンとしての発展が続いています。

平成 24 年 10 月 1 日時点の人口をもとに人口フレームを見直したところ、平成 30 年

には 123,816 人となり、見直し前の 121,441 人よりも約 2,400 人多くなっています。ま

た、世帯数についても今後さらに核家族化や世帯分離の傾向が加速すると見込まれるこ

とから、平成 30 年には基本構想の設定数よりも約 5,500 世帯多い 51,551 世帯と予想し

ています。

また、年齢別人口構成においても、老齢人口比率は平成 30 年に 26.9％とさらに増加

し、年少人口比率は 14.5％で増減はないものの、生産年齢人口比率は 58.7％と基本構想

定住意向

どちらともいえない

4%
市外へ移りたい

4%

無回答

1%

市内のどこか他の

ところへ移りたい

5%

現在のところにずっ

と住みつづけたい

62%

当分の間は住みつ

づけたい

24%

総合的な住みやすさの満足度

やや不満

7%

普通

27%

不満
2%

やや満足

34%

満足
22%

非常に満足

4%

無回答

3%

非常に不満
1%

前期基本計画の進捗度（最終評価）

2.5

2.5

2.22.7

2.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

１　市民が主役となってつくる、参画と協働のまち

２　子育てしやすく、だれもが成長できるまち

３　環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち４　いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち

５　地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち

H24

H22
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の設定値よりさらに減少するなど、高齢化がさらに進むことが予想されます。

この人口フレームと現総合計画の設定人口を比べると、計画の策定後約 3 年が経過し

た段階において、計画の設定人口と世帯数を実績値がすでに上回っており、今後の分野

別行政計画におけるフレームの設定において支障をきたす恐れがありました。

したがって、総合計画基本計画の見直しにおける将来人口（平成 29 年）の設定にあ

たっては、新たに設定した人口フレームを後期基本計画の推計人口の設定値（平成 29

年に 123,750 人）とし、基本計画を策定しました。

＊ H24 は 実 績 値 。 H25～ H44 は 推 計 値 。 な お 、 H25 の 実 績 値 は 、 121,331 人 。

＊ H24 は 実 績 値 。 H25～ H44 は 推 計 値 。 な お 、 H25 の 実 績 値 は 、 年 少 人 口 18,058 人 （ 14.9%）、生 産 年 齢 人 口

75,122 人 （ 61.9%）、老 齢 人 口 28,151 人 （ 23.2%）。

人口推計（H24-H44）
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121,631

122,313

123,013

123,491 123,398
123,100

122,730

122,296

121,802
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112,000

114,000

116,000

118,000

120,000

122,000

124,000

126,000
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人

年齢3区分別人口推計（H25-H44）

18,090 17,717 17,075 16,153 15,062 13,896 12,977 12,253

76,353 74,410 73,426 72,660 71,972 71,484 71,211 70,957 70,288

26,691 28,232 29,763 30,970 31,854 32,654 33,256 33,739 34,200 34,657 34,958 35,197 35,439 35,686 35,844 36,049 36,492 36,829

11,97112,59213,41414,44315,64616,65917,44817,90018,21118,22918,13918,10918,061

69,229 67,84768,76569,83670,68971,05571,38071,66672,29773,00673,81375,290

37,256
36,77236,286

14.9% 14.9% 14.8% 14.8% 14.7% 14.6% 14.5% 14.3% 14.1% 13.8% 13.5% 13.2% 12.8% 12.4% 11.9% 11.5% 11.2% 10.9% 10.6% 10.4% 10.2%

63.0% 61.9% 60.8% 60.0% 59.5% 59.0% 58.7% 58.4% 58.2% 58.1% 58.1% 58.2% 58.2% 58.3% 58.5% 58.6% 58.6% 58.5% 58.4% 58.4% 58.0%

22.0% 23.2% 24.3% 25.2% 25.8% 26.4% 26.9% 27.3% 27.7% 28.1% 28.4% 28.7% 29.0% 29.3% 29.6% 29.9% 30.2% 30.6% 31.0% 31.3% 31.8%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44

人

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

年少人口(0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳） 老齢人口（65歳以上）

年少人口(0-14歳）比率 生産年齢人口（15-64歳）比率 老齢人口（65歳以上）比率
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＊ H24 は 実 績 値 。 H25～ H44 は 推 計 値 。 な お 、 H25 の 実 績 値 は 、 48,315 世 帯 。

（２）財政の見通し

①一般財源の収支

今後 5 ヶ年の財政状況の見通しを明らかにするため、中期財政計画を毎年度策定して

います。平成 25 年度中期財政計画（平成 26 年度～平成 30 年度）の試算では、市税や

地方譲与税等の一般財源は増加傾向にあるものの、経常的な歳出は歳入のそれを上回っ

て増加する傾向にあり、投資的経費等に充当できる一般財源は、徐々に減少していくと

見込んでいます。

一般財源収支及び投資的経費等充当一般財源の見込み   (単 位 :百 万 円 )

Ｈ25(参考） Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30

歳入 26,106 24,834 24,872 24,977 25,215 25,260

経常的な歳入 22,445 22,460 22,671 22,722 22,949 23,036

臨時的な歳入 3,661 2,374 2,201 2,255 2,266 2,224

歳出 23,257 22,615 22,867 23,692 24,035 24,333

経常的な歳出 19,956 20,268 20,509 21,326 21,668 21,964

臨時的な歳出 3,301 2,347 2,358 2,366 2,367 2,369

投資的経費等に充
当できる一般財源
（歳入－歳出）

2,849 2,219 2,005 1,285 1,180 927

＊ H25 は 11 月 時 点 の 計 画 額 で す 。

世帯数推計（H24-H44）
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52,035

52,496
52,920

53,316
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54,339

54,626
54,890
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55,367 55,582 55,780 55,964

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44

世帯
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②経常的な歳入

経常的な歳入のうち市税については、内閣府の試算（「中長期の経済財政に関する試

算」（参考ケース）平成 25 年 8 月）を踏まえ、今後緩やかな経済成長に推移するとして

試算した個人市民税や法人市民税の増収等により、市税全体としては増加傾向となって

います。また、平成 26 年 4 月及び平成 27 年 10 月の消費税率の改定により地方消費税

交付金が増加することから、経常的な歳入全体では増加傾向になると見込んでいます。

経常的な歳入                        (単 位 :百 万 円 )

Ｈ25(参考） Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30

市税 15,353 15,393 15,647 15,957 16,087 15,956

個人市民税 8,386 8,339 8,714 8,975 9,065 9,156

法人市民税 600 608 719 741 748 755

固定資産税 5,777 5,860 5,640 5,679 5,723 5,505

軽自動車税 102 104 106 108 111 113

市たばこ税 488 482 468 454 440 427

特別土地保有税 0 0 0 0 0 0

地方譲与税等＊ 1,320 1,499 1,940 2,433 2,432 2,432

地方特例交付金 95 92 92 92 92 92

普通交付税 3,303 2,857 2,668 2,139 2,237 2,455

使用料・手数料 32 35 36 37 37 37

その他の収入 64 64 64 64 64 64

臨時財政対策債等 2,278 2,520 2,224 2,000 2,000 2,000

計 22,445 22,460 22,671 22,722 22,949 23,036

対前年度伸び率 - 100.1% 100.9% 100.2% 101.0% 100.4%

＊ 地 方 譲 与 税 等 に は 、 利 子 割 交 付 金 、 配 当 割 交 付 金 、 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 、 地 方 消 費 税 交 付 金 、 ゴ ル フ 場

利 用 税 交 付 金 、 自 動 車 取 得 税 交 付 金 、 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 を 含 ん で い ま す 。

＊ H25 は 11 月 時 点 の 計 画 額 で す 。
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200

250

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30

億円

経常的な歳入

臨時的な歳入

経常的な歳出

臨時的な歳出

投資的経費等充当一般財源
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③経常的な歳出

経常的な歳出のうち義務的経費については、行政改革大綱の推進により職員数の削減

に伴って人件費が減少するものの、毎年度約 3％の社会保障費の伸びや新規保育園開園

による保育事業の増加を勘案すると、人件費の減少分を上回る扶助費の増加が見込まれ

ることから、義務的経費全体では増加すると見込んでいます。

また、その他の経費でも、病院事業会計への負担金が平成 28 年度から本格的に始ま

ることから補助費等が増加するとともに、介護保険特別会計や後期高齢者医療特別会計

への繰出金も増加することから、経常的な歳出全体では増加傾向となります。

経常的な歳出                           (単 位 :百 万 円 )

Ｈ25(参考） Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30

義務的経費 12,380 12,330 12,136 12,496 12,468 12,680

人件費 6,592 6,761 6,608 6,840 6,496 6,544

退職金 432 528 576 840 672 744

扶助費 2,284 2,498 2,666 2,764 2,865 2,921

公債費 3,504 3,071 2,862 2,892 3,107 3,215

その他の経費 7,576 7,938 8,373 8,830 9,200 9,284

物件費 4,148 4,378 4,540 4,709 4,732 4,755

維持補修費 237 252 260 268 268 268

補助費等 768 796 875 1,001 1,251 1,262

繰出金 2,423 2,512 2,698 2,852 2,949 2,999

計 19,956 20,268 20,509 21,326 21,668 21,964

対前年度伸び率 - 101.6% 101.2% 104.0% 101.6% 101.4%

＊ H25 は 11 月 時 点 の 計 画 額 で す 。

④経常収支比率

次に財政指標をみると、財政の弾力性を判断する経常収支比率では、平成 25 年度ま

で改善傾向にありましたが、平成 26 年度以降は収入が増えるものの、それ以上に介護

や医療などの社会保障費の増加が見込まれることから、比率は上昇していく傾向にあり

ます。特に平成 28 年度以降は一般会計から病院事業会計への負担金の影響から比率の

悪化が見込まれます。
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＊ H21～ H24 は 実 績 値 、 H25～ H30 は 計 画 値 で す 。

⑤実質公債費比率

収入に対して借金の返済額がどの程度の割合かを測る実施公債費比率については、平

成 28 年度までは改善傾向にありますが、平成 29 年度以降は、病院事業会計の病院事業

債の償還金が増えることから、毎年度 1.0 ポイント程度の上昇（悪化）が見込まれます。

実質公債費比率の推移

5.0

4.5
4.8 4.7

4.1

2.8

2.2
2.0

3.0

3.9
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4
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6

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30

％

＊ H21～ H24 は 実 績 値 、 H25～ H30 は 計 画 値 で す 。

⑥市債残高の推移

市債残高については、ここ数年建設事業費に係る市債の借入が減ってきていることや

支払利子総額の縮減のため繰上償還を積極的に行っていることなどから、減少傾向にあ

ります。ただし、平成 26、27 年度においては投資的経費の増大に伴う市債借入れの増

加が見込まれることから平成 29 年度から一時的に増加し、その後減少すると見込んで

います。

経常収支比率の推移
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＊市債残高は普通会計ベースであり、下水道事業、病院事業等を含みません。

＊H21～H24 は実績値、H25～H30 は計画値です。

＊ H21～ H24 は 実 績 値 、 H25～ H30 は 計 画 値 で す 。

６ 総合計画の役割と位置付け

（１）策定の目的

総合計画については、法的な策定義務が廃止されたものの、生駒市の将来のあり方を

展望し、市民にまちづくりの中長期的なビジョンを示すとともに、総合的かつ計画的な

行政運営の指針を示すため、今後もまちづくりの基本指針として必要であると考えるこ

とから、引き続き策定することとします。

（２）計画の役割と位置付け

従来は、計画体系の中で基本構想と基本計画の役割が明確ではありませんでしたが、

次期総合計画からは、計画体系を整理し、基本構想を「生駒市のビジョン」、基本計画

を「行政運営のプラン」と位置付け、それぞれの計画の役割を明確化します。

①基本構想

基本構想は、地域を構成する市民、事業者、行政等全ての主体が共有する生駒市の

まちの将来ビジョンを描くとともに、その将来ビジョンを実現するためのまちづくり

の指針となるもので、地方公共団体が実現を目指す構想と位置付けます。そのことか

ら、基本構想は、長期的な将来ビジョンとして、4 年ごとの市長改選の影響を受けな

いものとします。

②基本計画

基本計画は、市長が任期の期間内において、基本構想に描かれた将来ビジョンを実

現するために、行政分野ごとに目標とする目指す姿や行政が重点的に取り組む施策を

示したもので、自治体経営を進める上で指針となる行政の取組計画と位置付けます。

市債残高と積立基金残高の推移
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総合計画 位置付け 役割

基本構想
生駒市のビジョン

（地 方 公 共 団 体 が目 指 す 構 想 ）

市民、事業者、行政が協働してまちづくりを行う指針と

なるもの

基本計画
行政運営のプラン

（行 政 が取 り組 む計 画 ）

市長が任期中に基本構想で目指すまちづくりを進める

ために、分野ごとに目標とするまちの姿や行政が重点

的に取り組む施策を示したもの

７ 総合計画の構成と計画期間

（１）総合計画の構成

平成 26 年度以降の第 5 次総合計画は、急激に変化する社会経済状況に迅速かつ柔軟

に対応できるよう、従来の 3 層構成から 2 層構成に簡素化します。

総合計画の新たな構成

構成を見直す主な理由は以下のとおりです。

①生駒市におけるまちづくりの最高規範である自治基本条例第 19条第 1項において、

「基本構想及びそれに基づく基本計画を総合計画という。」と定義されていること。

②実施計画については、従来から一定の事業費以上の事務事業に限定して策定してき

た計画であり、全分野をカバーする総合計画の最下層を構成する計画とはなってい

ない現状（28 分野／51 分野）にあったこと。

③基本計画の計画期間を後述のとおり 5 年から 4 年に短縮するにより実施計画の計画

期間（3 年）と大部分が重複すること。

④社会経済状況の急激な変化に即応するため、より適宜適切なタイミングで事業を企

画立案し、予算編成プロセスを簡素化し、実施に向けてスピーディに着手すること

で、事業実施までのコスト縮小（毎年度ローリング方式での策定に係る業務負担や

時間的コスト）と事業成果を効果的に発揮できるよう、実施計画を廃止することと

する。

⑤従来、分野別計画（都市計画マスタープランやハートフルプラン等）については、

3 層の総合計画との関係性について明確でなかったが、実施計画の策定を取り止め

ることによって、自治基本条例第 19 条第 2 項に規定するとおり、基本計画に即し

て分野別計画を策定するようになり、分野別計画と基本計画の関係性を明確にする

ことができる。

体系の整理

↓

各計画の役割を明確化

生駒市のビジョン

行政運営のプラン簡素化

整　理

基本構想

基本計画

実施計画
経常的

実施計画事業

＜３ 層＞

分野別

計画
？

施策・事業
「施政方針」「事業と予算」

「部の仕事目標」など

分野別
計画

基本計画

＜２ 層＞

基本構想
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なお、この構成の変更に伴い、これまで事業実施の可否を判断するために予算査定

の前裁きとして機能してきた実施計画がなくなるため、代替の制度として、新規事業

等について実施の可否を判断する行政内部の仕組みを新たに作って対応することとし

ます。

（２）計画期間

①基本構想

基本構想は、その役割を「生駒市のビジョン」と位置付けたことから、市長改選に

よる計画の変更は生じにくいものとなり、長期に目指すまちづくりの方向性を示す普

遍的な計画と位置付けられることから、計画期間については従来よりも長期に設定す

る（10 年以上）など、次期構想の策定時に再検討することとします。

②基本計画

基本計画は、その役割を「行政運営のプラン」と位置付けたことから、市長が掲げ

たマニフェストを計画に反映させることで、計画の実効性を高めるために、計画期間

（行政サイクル）を市長任期（政治サイクル）に一致させて 4 年毎とします。

総合計画 計画期間 次期計画の期間

基本計画 4 年 後期基本計画 ：平成 26 年度～平成 29 年度

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H27 H28 H29 H31 H32 H33 H35 H36 H37 H39 H40 H41 H43 H44 H45 H47 H48 H49

市
長
任
期

２

月
市
長
改
選

２

月
市
長
改
選

２

月
市
長
改
選

２

月
市
長
改
選

２

月
市
長
改
選

２

月
市
長
改
選

２

月
市
長
改
選

２

月
市
長
改
選

総合計画の計画期間と市長任期の連動

H30 H46H34 H38 H42

第
４
次

第
５
次

H26

 前期基本計画
  　（5年）

基本構想
（10年）

後期基本計画
（4年）

第4期基本計画
（4年）

第5期基本計画
（4年）

第
６
次

第1期基本計画
（4年）

第2期基本計画
（4年）

第3期基本計画
（4年）

基本構想
（10年以上の長期間を想定）

市長任期市長任期市長任期 市長任期 市長任期 市長任期 市長任期

策定

策定

策定

策定

策定

策定

検証

検証

検証

検証

検証

基本構想

基本計画

検証
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８ 後期基本計画の構成と進行管理

（１）基本計画の構成

後期基本計画の策定に当たっては、前期基本計画を基本的に踏襲したスタイルとしま

す。

ただし、これまで平成 22、23、24 年度の 3 年間進行管理を行った結果、「目指す姿」

と「指標」の連動が不明確であったり、「役割分担」と「行政の取組」の対応が不完全

であったりするなど、構成要素の互いの連動や関係性の整理が必要なことが分かりまし

た。また、基本構想とともに基本計画についても議会の議決対象となったことから、項

目を整理し、議決対象となる項目を明確にする必要が出てきました。

これらを踏まえ、市民により分かりやすい計画とするため、「目指す姿」「役割分担」

「行政の取組」の 3 項目に絞ったシンプルな構成とします。

「目指す姿」については、アンケート調査の設問事項において、その実現度合いを測

ることを前提として、4 年後の計画目標年度に実現を目指すまちの姿を「４年後のまち」

として具体的に分かりやすく示すこととします。

また、「役割分担」については、行政だけがまちづくりの主体ではなく市民、地域、

事業者も協働してまちづくりに参画する役割があることを周知する意味で意義がある

こと、また、市民１人からでも参画できることを示す必要があることから、「市民１人

でできること」「市民２人以上でできること」「事業者でできること」に区分して明記し

ます。行政の役割分担に該当するものについては、「行政の取組」の項目で示すことと

します。なお、「行政の取組」については、４年後のまちの実現に結び付く重点的に取

り組む主な取組を掲載します。

＜基本計画に掲載する項目＞  議決対象

４年後のまち

・市民等とまちづくりのイメージを共有するため、各分野における本市が 4 年後に実現
を目指すまちの姿を示す。

・アンケート調査の設問事項として実現度を測れるように、市民がイメージしやすく分か
りやすい表現とする。

・複数の要素を詰め込まないシンプルな内容とする。

市民等の役割

分担

・各主体の区分は、行政以外の役割分担として「市民 1 人でできること」「市民 2 人以上

でできること」「事業者でできること」で示す。

・行政の役割分担については、行政の取組で示す。

行政の４年間の

主な取組

・計画期間中に行政が実施する主な取組を示す。

・「市民･地域活動等･事業者を支援する取組」と「行政が主体的に実施する取組」の区

分廃止。

なお、「指標」については、事業レベルの具体的な指標を、施策の方向性を示す基本

計画に掲載することは相応しくないと考えられること、また、各分野の進捗状況を測る

ために設定したものの、目指す姿の市民実感度と評価が乖離している分野が散見される

など、必ずしも分野の進捗状況を象徴的に表せていないことから、基本計画には掲載し
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ないものとします。

しかしながら、計画を進行管理していく上で、定量的に比較するための指標が必要と

なることから、「現状と課題」と併せて、基本計画とは別に資料として示します。指標

の掲載方法については、実績数値も含めてグラフ化したうえで掲載することとし、従来

の「関連データ」の代替とします。指標以外に関連するデータがある場合は、巻末資料

として掲載することとします。また、実施計画の廃止に伴って、行政が実施する「具体

的な事業」を新たに資料として掲載することとします。

＜資料として掲載する項目＞  議決対象外

現状と課題 本市における現状と問題点、今後取り組んでいかなければならない課題を示す。

具体的な事業 実施計画の廃止に伴い、新たに行政の取組について具体的な事業や施策を掲載する。

指標
前期基本計画の指標を基本としつつ、進行管理が難しいアウトカム指標については、進

捗状況を確実に評価できるアウトプット指標に入れ替えた上で、資料として掲載する。

（２）基本計画のレイアウト

前期基本計画では、１分野あたりのページ数を A4 版見開き 2 ページとしていました

が、後期基本計画においても、分かりやすい計画を目指すため、市民や職員が「見やす

い計画書」という視点からも引き続き A4 版見開き 2 ページとし、ページレイアウトを

規格化することとします。

左ページは議会の議決対象となる「基本計画」部分とし、右ページは基本計画を補完

する「資料」部分とします。

規格化に伴って、小分野ごとに掲載する項目は、「４年後のまち」は 3 つまで、「指標」

は 3 つまで掲載するものとします。また、「関連データ」に代わって、全ての指標につ

いて実績値と目標値をグラフ化して掲載するものとします。

後期基本計画では、計画の進行管理を考慮して、行政の取組と指標等については担当

課名を明記することとします。

（３）基本計画の進行管理方法の明確化と見直し

後期基本計画については、本計画の着実な推進を図るため、前期基本計画と同様引き

続いて、毎年度の予算編成前に PDCA サイクルによる進行管理（モニタリング）を行う

こととし、計画の進捗状況を評価・検証するなどの運用管理方法を明確化しました。

第 5 次総合計画では、5 の『まちづくりの目標』を掲げ、25 の『施策の大綱』、51 の

『基本施策』を位置付けており、基本施策に 508 の取組を掲げていますが、進行管理を

行うにあたっては、基本計画を構成する最も基本的な単位である 51 の基本施策につい

て検証します。市民の視点から測る「市民実感度評価」と、定量的・客観的な「客観指
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標評価」の 2 つを用い、客観、主観の両面から検証します。また、「行政の主な取組状

況」と併せ、事前に行政内部で進捗状況を検証し、内部評価を実施します。その上で外

部評価委員会（総合計画審議会）において内部評価や検証結果についてヒアリングを行

い、今後の取組の方向性や審議からの意見を付した上で、各分野の進捗状況を最終評価

します。

総合計画の進行管理方法

また、社会経済情勢の変化や時代の潮流に対処するとともに、まちづくりの成果にも

適切に対応していく必要があることから、基本計画のモニタリングの実施によって、計

画を見直す必要性が明らかになった場合には、必要に応じて計画の見直し（オルタレー

ション）を行えるよう、次期基本構想では、「計画の見直しにあたっての考え方」と「進

行管理の方法」について予め明記しておくこととします。

＜行政の内部評価＞

市民感度評価と客観的指標評価、市民等の役割分担状況、

行政の取組状況から総合的に内部評価する。

＜指標の設定＞

各分野の状況を客観的な数値

により表現可能な指標を設定

＜評価の方法＞

指標 に 適した評価 方 法 (達成

度、進捗、推移など)により、５

段階で評価

＜評価の方法＞

各分野の現状について、市民

がどのように感じているかを定

量的に把握し、５段階で評価

＜調査の内容＞

市民の 実感から答えやすい質

問によるアンケート調査を実施

市民 等の役割 分担 がど の

程度担えているかの状況

＜評価の方法＞

市民等はアンケート調査 し

て５段階で評価。地域活動

等の 分担状況は行政の視

点から５段階で評価

市民実感度評価

基本施策を検証

総合評価

市民等の役割分担状況事務事業

まちづくりの目標 <大分野>

（５項目）

生駒市総合計画審議会において

最終評価（外部評価）する。

行政が自らの役割として設

定して実施する取組の進捗

状況

＜評価の方法＞

５段階で達成状況を自己評

価

最終評価

基本施策 <小分野>

（５１項目）

施策の大綱 <中分野>

（２５項目）

客観指標評価 行政の主な取組状況



序章

18

１ 市民が主役となってつくる、参画と協働のまち

２ 子育てしやすく、だれもが成長できるまち

（２）学校教育の充実

（３）生涯学習の推進

（４）文化・スポーツ活動の推進

３ 環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

（３）環境配慮社会の構築

（４）生活環境の整備

（５）緑・水環境の保全と創出

（１）適切な土地利用の推進

（２）交通ネットワークの整備

（２）地域活動・市民活動の活性化

（３）人権の尊重

（４）健全で効率的な行財政運営の推進

（１）子育て支援の充実

（１）まちづくりにおける市民の参画と協働

９ 総合計画の体系

① 市 民 協 働

② 情 報 提 供 ・ 情 報 公 開

① 地 域 活 動 ・ 市 民 活 動

① 人 権

② 男 女 共 同 参 画

③ 多 文 化 共 生

① 行 政 経 営

② 行 政 サ ー ビ ス

③ 財 政

④ 職 員 ・ 行 政 組 織

① 母 子 保 健

② 保 育 サ ー ビ ス

③ 子 育 て 支 援

① 幼 稚 園 教 育

② 学 校 教 育

③ 特 別 支 援 教 育

① 生 涯 学 習

② 青 少 年

① 文 化 活 動

② 歴 史 ・ 伝 統 文 化

③ ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン

① 土 地 利 用

② 住 宅 環 境

③ 拠 点 整 備

① 道 路

② 公 共 交 通

① ３ R（ リ デ ュ ー ス ・ リ ユ ー ス ・ リ サ イ ク ル ）

② 環 境 保 全 活 動

① 生 活 排 水 対 策

② 公 害 対 策

③ 地 域 美 化 ・ 環 境 衛 生

④ 上 水 道

① 自 然 的 資 源

② 公 園 ・ 緑 化

市

民

が
創

る

ぬ
く
も
り
と
活

力

あ
ふ
れ
る
ま
ち
・
生

駒

基本理念 将来都市像 施策の体系

市
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り

自
助
・
共
助
・
公
助

持
続
可
能
な
都
市
経
営
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５ 地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち

４ いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち

（１）地域で助け合い、支え合う仕組みの整備

（２）健康づくりの推進

（３）医療サービスの充実

（４）高齢者の生活を支えるサービスの実施

（５）障がい者の生活を支えるサービスの実施

（６）人にやさしい都市環境の整備

（７）地域防災体制の充実

（８）生活の安全の確保

（１）学研都市との連携

（２）農業の振興

（３）商業・工業の振興

（４）観光と多様な交流の促進

① 地 域 福 祉 活 動

① 健 康 づ く り

① 医 療

① 高 齢 者 保 健 福 祉

② 社 会 保 障

① 障 が い 者 保 健 福 祉

① バ リ ア フ リ ー

① 災 害 対 策

② 自 主 防 災

③ 消 防

① 交 通 安 全

② 防 犯 ・ 消 費 者 保 護

① 学 研 都 市

① 農 業

① 企 業 立 地

② 商 工 業

① 観 光 ・ 交 流

施策の体系
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10 後期基本計画の見方

見開き左ページには、後期基本計画を掲載しています。後期基本計画では、分野ごとに４年後に実現を

目指す具体的なまちの姿を目標として掲げ、かつ、目標に対する市民や事業者それぞれの役割と行政の取

組を示し、どのような状態を目指しているのかが誰にとっても分かりやすいよう、以下の構成としていま

す。

４年後のまち
市民や事業者、行政が共に

４年後に実現を目 指す将来

の暮 らしや、まちの姿、行動

などを示しています。

市民等の役割分担
「４年後のまち」の実現に向

けて、市 民 ・事 業 者 がそれ

ぞれ果 たすべき役割を示し

ています。市民の役割分担

については、市 民 が１人 か

らでもまちづくりに参加 して

もらえるように、１人でも取り

組 めること、市 民 がグルー

プで参加できることに区分し

て示しています。

基本計画の構成

行政の４年間の主な取組
後期基本計画の４年間での行政の主な取組を示しています。

市長任期に連動させ、４年後 のまちを実現するために、行政

が自らの役割として主体的に実施する取組を示しています。

用語説明
分 かりにくい用 語 について

説明しています。

●●●●  【重点施策】

重点施策
後期基本計画において、重点的

に取り組む施策として設定した分

野を表しています。
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指標
「４年後のまち」の実現に向

けて、その達成 度合いを測

る「ものさし 」で、数 値 化 が

可 能 な指 標 として、その分

野で代表的 なものを設定 し

て い ま す 。 目 指 す 値 は 市

民、事業者、行政等が共に

取 り組 むことで達 成 する値

で、平成 21 年度から平成

25 年度 までの実績値に対

して、後期基本計画の目標

年次である平成 29 年度の

目 指 す値 を示 しています 。

（「増加 」「減少 」など、言 葉

で示 している指 標も一 部あ

ります。）

現状と課題
生駒市における現状と問題点 、今

後取組んでいかなければならない

課題を示しています。

具体的な事業
行政の４年間の主な取組に

掲 げ る項 目 に対 応 す る 具

体的に実施を予定している

事業名を示しています。

ただし、ここに掲載する事業

は 、本 計 画 策 定 時 点 で 想

定 し て い る 予 定 事 業 で あ

り、予 算 措 置 が整わないこ

と等 により、事 業 が実 施 で

き ない場 合 や 事 業 名 や 事

業 内 容 等 が 変 更 と なる 場

合があります。

関連する主な分野別計画
そ の 分 野 に 関 連 し て策 定 ・

推 進 している個 別 の分 野別

計画を示しています。

見開き右ページには、後期基本計画に関する資料を掲載しています。資料では、各分野の現状や課題、

今後４年間で行政が取り組む具体的な事業や、４年後のまちの実現度合いを測る指標を示し、基本計画を

進行管理するために必要な項目を誰にとっても分かりやすいようグラフ等を用いて示しています。

資料の構成

【重点施策】
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本本 章章

後期基本計画
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１１

市民が主役となってつくる、参画と協働のまち

（１）まちづくりにおける市民の参画と協働

①市民協働

②情報提供・情報公開

（２）地域活動・市民活動の活性化

①地域活動・市民活動

（３）人権の尊重

①人権

②男女共同参画

③多文化共生

（４）健全で効率的な行財政運営の推進

①行政経営

②行政サービス

③財政

④職員・行政組織
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２２

子育てしやすく、だれもが成長できるまち

（１）子育て支援の充実

①母子保健

②保育サービス

③子育て支援

（２）学校教育の充実

①幼稚園教育

②学校教育

③特別支援教育

（３）生涯学習の推進

①生涯学習

②青少年

（４）文化・スポーツ活動の推進

①文化活動

②歴史・伝統文化

③スポーツ・レクリエーション
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３３

環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、

住みやすいまち

（１）適切な土地利用の推進

①土地利用

②住宅環境

③拠点整備

（２）交通ネットワークの整備

①道路

②公共交通

（３）環境配慮社会の構築

①３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）

②環境保全活動

（４）生活環境の整備

①生活排水対策

②公害対策

③地域美化・環境衛生

④上水道

（５）緑・水環境の保全と創出

①自然的資源

②公園・緑化
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４４

いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち

（１）地域で助け合い、支え合う仕組みの整備

①地域福祉活動

（２）健康づくりの推進

①健康づくり

（３）医療サービスの充実

①医療

（４）高齢者の生活を支えるサービスの実施

①高齢者保健福祉

②社会保障

（５）障がい者の生活を支えるサービスの実施

①障がい者保健福祉

（６）人にやさしい都市環境の整備

①バリアフリー

（７）地域防災体制の充実

①災害対策

②自主防災

③消防

（８）生活の安全の確保

①交通安全

②防犯・消費者保護
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５５

地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力の

あるまち

（１）学研都市との連携

①学研都市

（２）農業の振興

①農業

（３）商業・工業の振興

①企業立地

②商工業

（４）観光と多様な交流の促進

①観光・交流



基本計画

136



巻末資料

137

巻巻 末末 資資 料料

１ 総合計画後期基本計画策定体制図

２ 総合計画後期基本計画策定経緯

３ 生駒市総合計画審議会条例

４ 生駒市総合計画審議会委員名簿

５ 生駒市総合計画についての諮問

６ 生駒市総合計画についての答申

７ 生駒市総合計画基本構想の概要

８ 関連データ
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１ 総合計画後期基本計画策定体制図

市　長
総合計画
審議会

○学識経験者
○団体代表
○公募市民

部会

　

議　会

行政経営会議
［理事者・部長］

市　民

事業者

総合計画後期基本計画 策定体制図

市民満足度調査・事業者満足度調査

パブリックコメント

答申

諮問

調
整

参加

庁内体制

報告

第一部会
（行政経営・安全）

第二部会
（都市整備・環境）

第三部会
（福祉・教育）

課長級

調
整

総合計画
特別委員会

出席

報告
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２ 総合計画後期基本計画策定経緯

（P139～P141）

３ 生駒市総合計画審議会条例

（P142）

４ 生駒市総合計画審議会委員名簿

（P143）

５ 生駒市総合計画についての諮問

（P144）

６ 生駒市総合計画についての答申

（P145～P146）
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７ 生駒市総合計画基本構想の概要

１ 基本理念

本計画に基づくまちづくりを実現する上で、あらゆる分野において常に踏まえるべき共通

の考え方を、次のとおり定めます。

（１）市民主体のまちづくり

  まちづくりの主体は市民です。市民主体のまちづくりの基本ルールを定めた生駒市自治

基本条例等に基づき、あらゆる分野における、市民の参画、市民・事業者・行政の協働を

推進します。

（２）自助・共助・公助

身近な暮らしに関わるまちづくりにおいては、まず｢自助｣（自分自身が行う）、次に「共

助」（周囲や地域が協力する）、そして「公助」（行政が支援し、補完する）という考え方を

基本とします。

（３）持続可能な都市経営

少子・高齢化の進行、増え続ける社会保障経費、厳しい財政状況、地球環境問題の深刻

化など、これまでの様々なシステムの持続可能性を大きく揺るがす変化が本市を取り巻い

ています。こうした変化に対応するため、既存の方法を不断に見直し、次世代へ引き継ぐ

ための持続可能な都市経営を行います。

２ 生駒市の将来都市像

生駒市は緑豊かな自然環境に恵まれながら、大都市へのアクセスが優れた交通利便性の

高い、関西を代表する良好な住宅都市として発展してきました。

今後は、この住宅都市という基本的な方向性をしっかりと受け継ぎながら、少子・高齢

化、さらには人口減少社会の到来や、地球環境問題の深刻化、安全・安心への不安の高ま

りという厳しい社会環境においても、いつまでも住み続けたいと思えるまちを築いていき

たいと考えています。

まちづくりの主役は市民です。本市には様々な能力や経験をもった市民がたくさんおら

れます。市民自治の原点に立ち返って、市民の力や地域の活動をまちづくりの推進力とし、

人と人がつながることによって、安全・安心、教育や環境など様々な場面で「ぬくもりあ

ふれるまち」を築いていくことを目指します。また同時に、大都市近郊にあり、学研都市
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に位置づけられているという本市の立地を活かしながら、市内の経済活動の活性化を図り、

さらにワークライフバランスの観点にも配慮しつつ、若者や子育て・勤労世代にとって魅

力のある「活力あふれるまち」を築いていくことを目指します。そして、可能な限り将来

世代に負担を積み残さず、無駄を省き、資源を大切にする持続可能なまちづくりを進めて

いきます。

このような考え方から、本市の将来都市像を次のように掲げます。

【将来都市像】

市民が創る ぬくもりと活力あふれるまち・生駒

さらに、この将来都市像を実現するために、まちづくりの目標を次のように定めます。

【まちづくりの目標】

Ⅰ 市民が主役となってつくる、参画と協働のまち

Ⅱ 子育てしやすく、だれもが成長できるまち

Ⅲ 環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

Ⅳ いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち

Ⅴ 地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち

３ 施策の大綱

１ 市民が主役となってつくる、参画と協働のまち

（１）まちづくりにおける市民の参画と協働

まちづくりのすべての分野において、施策・事業の計画段階から実施段階に至るまで、

様々な市民参画の機会を確保するとともに、市民は、まちづくりの主体であることを自

覚し、積極的に関わることで、協働によるまちづくりを推進します。また、情報公開の

推進により、市民との情報共有を図りながら、透明性の高い行政運営を行います。

（２）地域活動・市民活動の活性化

誰もが身近に感じられ、気軽に、楽しく参加できる自治会をはじめとした地域コミュ

ニティ活動を促進し、ずっと住み続けたいと思う地域社会をつくります。また、まちづ

くりの担い手として期待されるボランティア、ＮＰＯ団体などの多様な市民活動を支援

します。

（３）人権の尊重
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すべての市民の人権を保障するため、人権教育・人権啓発、人権相談などの充実によ

り、人権尊重のまちづくりを推進します。また、男女共同参画社会を実現するため、家

庭や地域、職場等のあらゆる分野において男女の共同参画を推進するとともに、多文化

が共生し、外国人も安心して暮らせる環境を整備します。

（４）健全で効率的な行財政運営の推進

市民の参画と協働による行財政改革を進め、各種財政指標の維持・改善を図りながら、

健全で計画的・効率的な行財政運営を行うとともに、効果的な投資の見極めを行い、施

策の成果を意識した行政サービスを提供します。また、職員の意識改革や能力向上を推

進します。

２ 子育てしやすく、だれもが成長できるまち

（１）子育て支援の充実

生駒の地域社会を担う子どもたちの健やかな成長と子育てを支援するため、母子保健

医療サービス、保育サービス等の充実とともに、家庭の子育て力を高めるため、啓発、

情報提供、相談事業等を実施します。また、地域全体で子育てをしていく体制づくりを

促進します。

（２）学校教育の充実

情報化、国際化などの社会経済環境の変化に対応し、子どもたち一人ひとりの個性と

能力が発揮されるよう、よりきめ細かい学校教育を実現するため、家庭や地域の住民・

団体との連携を図りつつ、幼稚園・小学校・中学校における学校教育の充実を図ります。

（３）生涯学習の推進

市民が生涯を通じて学び、成長することができるまちを目指して、活動の基盤となる

公共施設の利便性を高めるとともに、社会経済環境の変化に対応した学習事業の充実、

市民の自発的な学習活動を支援します。

（４）文化・スポーツ活動の推進

市民力を活かした個性豊かな文化の創出と「ふるさと生駒づくり」に向け、市民のニ

ーズに応じた多様な文化活動の支援、文化財などの伝統文化の継承を図るとともに、市

民が生涯健康で活力ある生活が送れるよう、スポーツ・レクリエーション活動を振興し

ます。
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３ 環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち

（１）適切な土地利用の推進

地域の状況に応じた適切な土地利用を進め、自然とバランスよく調和した良好な住環

境の維持・形成を図っていきます。また、生駒駅前北口再開発地区をはじめとした利便

性の高い地区については、土地の高度利用を図ります。

なお、学研高山地区第２工区については、「自然環境との共生」を軸とした適切な土

地利用の配置・誘導に努めます。

（２）交通ネットワークの整備

本市の地理的条件や交通基盤の整備状況を勘案し、総合的な観点から市内交通網の整

備、幹線交通網とのネットワーク化やバス等の公共交通機関の充実を進めるとともに、

身近な生活道路の整備を進め、市民の利便性の向上を図ります。

（３）環境配慮社会の構築

地球温暖化をもたらすエネルギーの削減や新たなエネルギーの利活用など、環境への

影響を配慮した資源循環型社会の構築を目指し、市民・事業者・行政が、自ら学び、責

任を自覚し、行動を変えていきます。また、廃棄物の減量化・再使用・再資源化を進め

るとともに、廃棄物の適切な処理を行います。

（４）生活環境の整備

快適な生活環境を支える汚水処理施設（公共下水道、合併処理浄化槽）の計画的な整

備、生活排水対策による河川の水質改善を図るとともに、生活環境保全のため、地域の

状況に応じた公害対策や美化の推進を図ります。また、水道事業の健全かつ効率的な経

営を行います。

（５）緑・水環境の保全と創出

本市が緑豊かな住宅都市であり続けるために、山地や樹林、河川などの自然的資源を

保全・活用し、次世代に引き継ぐとともに、新たな緑化により緑を創出し、市民と行政

の協働により花と緑と自然のまちづくりを進めます。

４ いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち

（１）地域で助け合い、支え合う仕組みの整備

市民の様々な福祉的なニーズに対応していくため、地域内のコミュニケーションを活
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発化し、ボランティアや地域コミュニティや市民団体が連携することにより、相互扶助

の精神を基本とする地域福祉基盤を強化します。

（２）健康づくりの推進

すべての人が健康的な生活習慣を確立し、いつまでも健康で暮らせるよう、学校との

連携、地域における自主的な活動の促進によって、各年齢層に応じた健康づくり活動や

健康教育の充実を図るとともに、健康診査など疾病予防対策の充実を図ります。

（３）医療サービスの充実

少子化や高齢化等を背景として求められる医療ニーズに対応するため、政策医療を担

う地域の中核的な病院の設置、地域の医療機関等の連携体制の強化により、地域完結型

の医療体制※2 を構築するとともに、２４時間体制の救急医療の充実を図り、誰もが安心

して受けられる医療サービスを提供します。

（４）高齢者の生活を支えるサービスの実施

高齢者がいつまでも生き生きと暮らしていくことができるよう、介護保険などの社会

保障制度に基づく様々なサービスを実施します。また、高齢者の生活を支える持続可能

な保健福祉サービスの運用を行います。

（５）障がい者の生活を支えるサービスの実施

ノーマライゼーションを基本理念とし、障がい者が地域社会で暮らしていくことがで

きるよう、障がい者（児）保健福祉サービスを実施するとともに、様々な社会活動への

参画機会の充実を図ります。

（６）人にやさしい都市環境の整備

高齢者や障がい者をはじめ、すべての人にやさしいまちをつくるため、公共施設、道

路、公共交通機関などにおけるバリアフリー化を推進します。また、できるだけ多くの

人が利用可能であるようなデザイン（ユニバーサルデザイン）に配慮したまちづくりを

推進します。

（７）地域防災体制の充実

道路・河川の整備、ライフラインの強化、公共施設などの耐震化等により災害に強い

まちづくりを推進し、広域的な連携により効率的・効果的な消防体制の確保を図るとと

もに、「自分たちの地域は自分たちで守る」という考えに基づき、自主防災会などの地
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域住民と防災関係機関の連携による地域防災体制を構築します。

（８）生活の安全の確保

市民の安全な生活を確保するため、地域住民と関係機関の連携によって、交通安全対

策、地域防犯対策、通学安全対策の充実を図るとともに、消費者の暮らしを守るための

施策等の推進を図ります。

５ 地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち

（１）学研都市との連携

学研都市の地区があるという本市の特性を活かし、奈良先端科学技術大学院大学や研

究機関と連携しつつ、学術研究機能の集積を進め、知的資源を活かした特色あるまちづ

くりを推進します。

（２）農業の振興

大都市近郊農業としての生産機能と農地の保水・緑地機能としての役割を考慮しなが

ら、「地産地消」の推進などによって特色ある農業の振興を進めます。また、市民農園

の運営などにより、地域住民との連携を図ります。

（３）商業・工業の振興

地域経済の活性化や市内の就業機会の増加を図るため、大都市圏へのアクセス性や学

術研究機関等が集積する学研都市の優位性を活かしながら、企業の積極的な誘致を推進

するとともに、既存工業の活性化、商業の振興に取り組みます。

（４）観光と多様な交流の促進

様々な歴史文化資源や大都市近郊で自然に恵まれた環境を活用し、これら資源のネッ

トワーク化やＰＲ活動の強化により、市の内外に広く情報発信を行い、観光の振興と市

民レベルの多様な交流を促進します。
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８ 関連データ

各小分野において関連するデータについて、前期基本計画で掲載したデータの平成 21 年度

から平成 24 年度までの実績値を示しています。

小 分 野

№.
関 連 データ 関 連 データの説 明 H21 H22 H23 H24 担 当 課

111

市 政 に 関 心 を持

つ市 民 の割 合

（％）

市 民 満 足 度 調 査 にお け る 一

般 市 民 の 市 政 への 関 心 度 の

割 合 。

－ 62.6 － 61.7
市 民 活 動

推 進 課

112
ホームページへの

アクセス件 数 （件 ）

生 駒 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ の

トッ プ ペ ー ジ へ の 年 間 ア ク セ

ス件 数 。

1,074,237 1,075,503 1,083,740 1,160,072
情 報 政 策

課

121
自 治 会 加 入 率

（％）

自 治 会 加 入 世 帯 数 ／ 総 世

帯 数 （住 民 基 本 台 帳 登 録 世

帯 数 ＋外 国 人 登 録 世 帯 数 ）

83.65 82.75 81.94 81.38
市 民 活 動

推 進 課

131

人 権 教 育 地 区 別

懇 談 会 の開 催 数

［累 計 ］（回 ）

暮 ら し の 中 で 人 権 が 尊 重 で

きるまちづ くりを 目 指 して 、平

成 14 年 度 から始 まった各 自

治 会 別 に 開 催 する人 権 教 育

地 区 別 懇 談 会 の累 計 回 数 。

125 155 174 195
人 権 施 策

課

132

男 女 共 同 参 画 プ

ラザへの 相 談 件

数 （件 ）

男 女 共 同 参 画 プ ラ ザ で 受 け

る女 性 の日 常 生 活 上 の心 配

ごとや 悩 みご とに 関 する相 談

件 数 。

612 716 657 811

男 女 共 同

参 画 プラ

ザ

133 外 国 人 数 （人 ）

住 民 基 本 台 帳 に 登 載 さ れて

い る 外 国 人 数 （ 旧 制 度 の 外

国 人 登 録 の登 録 者 数 ）

961 1,015 1,027 1,049 市 民 課

141

総 合 的 な住 みや

すさの満 足 度

（％）

市 民 満 足 度 調 査 にお け る 一

般 市 民 の 総 合 的 な住 みやす

さ の 満 足 度 で 、 「 非 常 に 満

足 」 「 満 足 」 「 や や 満 足 」 と 回

答 した人 の割 合 。

－ 56.0 － 60.8
企 画 政 策

課

142

市 民 サービスコー

ナーの利 用 率

（％）

市 民 課 が 取 り 扱 う 窓 口 業 務

に対 する市 民 サービスコーナ

ー（7 箇 所 ）の利 用 割 合 。

23.5 23.9 21.5 19.1 市 民 課

143
経 常 収 支 比 率

（％）

市 の財 政 構 造 の弾 力 性 を表

す 財 政 指 標 で 、 数 値 が 低 い

ほど弾 力 性 が高 いことを表 し

ます。

95.5 90.2 92.4 89.2 財 政 課

144 市 の職 員 数 （人 ）

４ 月 １ 日 現 在 の 常 勤 の 一 般

職 の 職 員 数 （ 臨 時 ・ 嘱 託 職

員 を除 く。）

907 875 861 848 人 事 課

211
乳 幼 児 健 診 受 診

率 （％）

乳 幼 児 健 診 （3 か月 児 ・7 か

月 児 ・12 か月 児 ・1 歳 6 か月

児 ・2 歳 6 か月 児 ・3 歳 6 か

月 児 ）の平 均 受 診 率 。

92.9 93.7 92.9 94.3 健 康 課

212
保 育 所 待 機 児 童

数 （人 ）

保 育 所 入 所 申 込 者 の う ち 、

保 育 所 に 入 所 で き な か っ た

児 童 数 。

151 180 205 226 こども課

213

ファミリー・サポー

ト事 業 の利 用 件

数 （件 ）

ファミリー・サポート 事 業 の 年

間 の延 べ利 用 件 数 。
1,222 1,095 1,234 2,305 こども課

221
市 立 幼 稚 園 園 児

数 （人 ）

市 立 幼 稚 園 の全 園 児 数 。（5

月 1 日 現 在 ）
1,751 1,735 1,741 1,759

教 育 指 導

課
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222

市 立 小 中 学 校 の

児 童 ・生 徒 数

（人 ）

市 立 小 中 学 校 の 全 児 童 ・生

徒 数 。（5 月 1 日 現 在 ）［上

段 ］ 合 計 ［ 中 段 ］ 小 学 校 ［ 下

段 ］中 学 校

10,005

7,052

2,953

10,123

7,159

2,964,

10 ,229

7,141

3,088

10,372

7,164

3,208

教 育 総 務

課

223
特 別 支 援 学 級 の

学 級 数 （学 級 ）

小 中 学 校 に おけ る 特 別 支 援

学 級 の学 級 数 （5 月 1 日 現

在 ）

57 64 63 64
教 育 総 務

課

231

図 書 貸 出 冊 数 と

市 民 １人 当 たりの

図 書 貸 出 冊 数

（冊 ）

図 書 の年 間 貸 出 冊 数 と市 民

一 人 当 た り の 貸 出 冊 数 （ 年

間 貸 出 冊 数 ／総 人 口 ）。

133.0

11.1

135.3

11.3

132.8

11.0

130.6

10.8
図 書 館

232

青 少 年 の健 全 育

成 についての満

足 度 （点 ）

市 民 満 足 度 調 査 にお け る 一

般 市 民 の 青 少 年 の 健 全 育

成 の満 足 度 。

－ 48.0 － 46.1
生 涯 学 習

課

241

市 民 の 成 果 発 表

事 業 の 参 加 者 数

（人 ）

毎 年 秋 に 実 施 する市 民 文 化

祭 （自 主 学 習 グ ルー プフェス

タ 、 リ ベ ラ ル コ ン サ ー ト 、 い こ

ま 寿 大 学 祭 、 演 劇 鑑 賞 会 な

ど）の延 べ 参 加 者 数 。

12,254 11,912 10,874 11,576
生 涯 学 習

課

242

地 域 のまつり・伝

統 芸 能 などの 保

存 継 承 に参 加 し

ている人 の割 合

（％）

市 民 満 足 度 調 査 にお け る 一

般 市 民 の 「地 域 の祭 り・伝 統

芸 能 な ど の 保 全 継 承 」 に 「 よ

く参 加 している」「時 々参 加 し

て い る 」 と 回 答 し た 人 の 割

合 。

－ 31.8 － 32.0
企 画 政 策

課

243
市 内 体 育 施 設 の

利 用 者 数 （人 ）

市 が 主 催 す る 市 民 体 育 祭 、

市 民 体 育 大 会 、 ス ポ ー ツ 教

室 などの 参 加 者 数 。

528,274 849,810 929,821 911,603
スポーツ

振 興 課

311
土 地 の 地 目 別 面

積 の割 合 （％）

土 地 の 地 目 別 面 積 の 割 合

［ 上 段 ］ 山 林 ［ 中 上 段 ］ 宅 地

［ 中 下 段 ］ 田 畑 ［ 下 段 ］ そ の

他

33.1

34.3

24.0

8 .6

33.1

34.7

23.9

8 .3

33.0

34.8

23.8

8 .4

33.1

34.9

23.4

8 .6

課 税 課

312

一 般 世 帯 の１世

帯 あたりの住 宅 延

床 面 積 （㎡）

国 勢 調 査 お け る 一 般 世 帯 の

１ 世 帯 あ た り の 住 宅 延 床 面

積 。（平 成 22 年 度 国 勢 調 査

から は 床 面 積 別 の 世 帯 数 を

集 計 ）

（H17）

109.0 ㎡

（H22）

0～29 ㎡ 2,752 世 帯

30～49 ㎡ 2,885 世 帯

50～69 ㎡ 5,280 世 帯

70～99 ㎡ 11 ,465 世 帯

100 ㎡以 上 21,853 世 帯

総 務 課

（国 勢 調

査 ）

313

生 駒 駅 前 北 口 市

街 地 再 開 発 事 業

の区 域 図

生 駒 駅 前 北 口 市 街 地 再 開

発 事 業 の区 域 図

地 域 整 備

課

321 市 道 の 舗 装 率
全 市 道 のうち舗 装 されている

市 道 の割 合 。
82.6 82.9 82.9 83.0 管 理 課

322

公 共 交 通 機 関 の

１日 平 均 利 用 者

数 （人 ）

鉄 道 と バ ス の １ 日 平 均 利 用

者 数 。［上 段 ］鉄 道 ［下 段 ］バ

ス

51,538

27,006

51,188

26,657

50,802

26,071

50,816

26,109

近 畿 日 本

鉄 道 、奈

良 交 通
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331

一 般 家 庭 の一 人

一 日 あたりのご み

の排 出 量 （ｇ）

一 般 家 庭 か ら 出 さ れ る 一 人

一 日 あ た り の ご み の 排 出

量 。

625 621 604 612
環 境 事 業

課

332
出 前 講 座 の受 講

者 数 （人 ）

市 職 員 等 が 実 施 する環 境 に

ついての 出 前 講 座 の受 講 者

数 。

400 1,027 2,287 1,375
環 境 政 策

課

341
下 水 道 普 及 率

（％）

総 人 口 に 対 する下 水 道 整 備

区 域 内 人 口 の割 合 。
57.3 58.9 60.7 62.2

下 水 道 推

進 課

342
公 害 相 談 件 数

（件 ）

市 民 か ら 寄 せ ら れ る 騒 音 、

振 動 、 悪 臭 な ど の 公 害 に 関

する年 間 の相 談 件 数 。

44 35 24 25
環 境 政 策

課

343
不 法 投 棄 の回 収

件 数 （件 ）

不 法 投 棄 防 止 パ ト ロー ル に

て回 収 した廃 棄 物 の件 数 。
300 370 358 299

環 境 事 業

課

344
1 人 1 日 平 均 配 水

量 （リットル）

給 水 人 口 1 人 の 1 日 あたり

の平 均 配 水 量 。1 日 平 均 配

水 量 / 給 水 人 口 で 算 出 さ れ

る。

295 297 290 287
総 務 課

（水 道 ）

351

河 川 における

BOD 測 定 値

（mg/l）

竜 田 川 及 び富 雄 川 の 市 境 に

おける BOD の 測 定 地 。［上

段 ］竜 田 川 ［下 段 ］富 雄 川

6.7

2.9

5 .8

1 .9

4 .9

2 .2

5 .0

2 .7

環 境 政 策

課

352

市 民 一 人 あたりの

都 市 公 園 等 の面

積 （㎡）

総 人 口 に 対 する都 市 公 園 及

び 都 市 公 園 以 外 の 公 共 施

設 緑 地 面 積 等 の割 合 。

19.7 19.6 19.5 19.7
公 園 管 理

課

411
高 齢 者 サロン等

の数 （箇 所 ）

ボ ラ ン テ ィ ア 等 が 主 体 と な っ

て 運 営 す る 、 高 齢 者 が 地 域

で気 軽 に 集 えるサロンの 数 。

32 36 38 42
高 齢 福 祉

課

421

食 育 に 関 心 のな

い市 民 の割 合

（％）

「 食 育 に 関 す るア ンケ ー ト 調

査 結 果 」 に お い て 、 「 食 生 活

に は あ ま り 関 心 が な い 」 と 回

答 し た 人 の 割 合 。 ［ 上 段 ］ 成

人 ［ 中 段 ］ 中 高 生 ［ 下 段 ］ 小

学 生

（H19）

7.9

23.4

15.5

－ －

(H24)

8 .0

17.0

14.1

健 康 課

431

かかりつけ医 療 機

関 （件 ）

「 新 病 院 の 整 備 に 関 す る 市

民 ア ンケ ー ト 調 査 」 に お け る

か か り つ け 医 療 機 関 の 病 院

別 の 件 数 と 入 院 す る 医 療 機

関 の病 院 別 の 件 数

（H19）

市 内 の診 療 所      656

市 内 の病 院        347

市 内 の大 規 模 病 院 197

市 外 の診 療 所      128

奈 良 市 内 の病 院    130

県 内 の病 院         76

大 阪 府 内 の病 院    153

京 都 府 内 の病 院     19

その 他 の病 院       15

特 に決 めていない   47

未 記 入             15

-
病 院 建 設

課

急 病 ・重 病 の際 、

入 院 する医 療 機

関 （件 ）

「 新 病 院 の 整 備 に 関 す る 市

民 ア ンケ ー ト 調 査 」 に お け る

急 病 ・ 重 病 の 際 、 入 院 す る

医 療 機 関 の病 院 別 の件 数

（H19）

市 内 の病 院        188

市 内 の大 規 模 病 院 215

奈 良 市 内 の病 院    140

県 内 の病 院        137

大 阪 府 内 の病 院    172

京 都 府 内 の病 院     13

その 他 の病 院       10

特 に決 めていない  201

未 記 入            100

-
病 院 建 設

課
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441
介 護 予 防 等 の事

業 実 施 回 数 （回 ）

市 、地 域 活 動 団 体 及 び 民 間

事 業 者 に よる 健 康 づ くり 、生

きが いづ くり 、介 護 予 防 等 の

事 業 実 施 数 。

492 479 540 595
介 護 保 険

課

442
生 活 保 護 の被 保

護 者 数 等 （人 ・‰）

被 保 護 者 数 と生 活 保 護 率 。

［ 上 段 ］ 被 保 護 者 数 ［ 下 段 ］

生 活 保 護 率

688

5.75

767

6.38

812

6.71

839

6.93
保 護 課

451
障 がい 者 数 （手 帳

保 持 者 ）（人 ）

身 体 ・知 的 ・精 神 障 がい者 の

人 数 。［上 段 ］身 体 ［中 段 ］知

的 ［下 段 ］精 神

3,228

499

278

3,324

516

312

3,399

536

345

3,550

553

381

障 がい福

祉 課

461

バリアフリー 歩 道

の整 備 の推 移 ［累

計 ］（ｍ）

バリアフリー 化 さ れ た歩 道 延

長 の推 移 。
24,967 25,860 26,530 26,530 土 木 課

471

住 宅 耐 震 診 断 補

助 棟 数 ［累 計 ］

（棟 ）

一 般 の 住 宅 に 対 して 耐 震 診

断 の補 助 を行 った棟 数 。
347 372 422 456 建 築 課

472
自 主 防 災 組 織 の

組 織 率 （％）

市 全 体 の 世 帯 数 に対 す る自

主 防 災 会 のある 地 域 の 世 帯

数 の割 合 。

62.9 80.9 84.2 86.1
危 機 管 理

課

473
年 間 火 災 発 生 件

数 （件 ）

建 物 の ほ か 、 林 野 や 車 両 な

どの火 災 発 生 件 数 。
24 40 33 25 予 防 課

481
交 通 事 故 の発 生

件 数 （件 ）

人 身 事 故 及 び 物 損 事 故 の

年 間 の発 生 件 数 。［上 段 ］ 合

計 ［ 中 段 ］ 人 身 事 故 ［ 下 段 ］

物 損 事 故

2,602

2,259

343

2,375

2,054

321

2,415

2,100

315

2,757

2,467

290

生 活 安 全

課

482
刑 法 犯 罪 発 生 件

数 （件 ）

生 駒 警 察 署 に おい て 強 盗 や

傷 害 、 詐 欺 な ど の 刑 事 犯 罪

の 発 生 が あ っ た と 認 め た 件

数 。 【 生 駒 警 察 署 （ 暦 年 件

数 ）】

918 906 775 651
生 活 安 全

課

511

学 研 都 市 区 域 内

におけるイベント

の後 援 回 数 （件 ）

学 研 都 市 区 域 内 で 開 催 され

る イ ベ ン ト に 対 し て 後 援 し た

件 数

5 4 5 4
地 域 整 備

課

521
遊 休 農 地 の面 積

（アール）

現 在 耕 作 されておらず、今 後

も 耕 作 さ れ る 見 込 み の な い

農 地 の面 積 。

10,955 10,384 10,670 10,015
経 済 振 興

課

531

市 内 製 造 業 の事

業 所 数 （箇 所 ）・

従 業 者 数 （人 ）

従 業 者 が 4 人 以 上 いる市 内

製 造 業 の事 業 所 数 ［上 段 ］と

従 業 員 数 ［下 段 ］。

114

2,556

110

2,489

113

2,525
-

奈 良 県

「工 業 統

計 調 査 」

532

小 売 業 販 売 額

（億 円 ）と市 民 1

人 当 たりの小 売

業 年 間 販 売 額

（万 円 ）

小 売 業 年 間 販 売 額 ［上 段 ］と

市 民 1 人 当 たりの 小 売 業 年

間 販 売 額 （小 売 業 年 間 販 売

額 ／総 人 口 ）［下 段 ］

(H19)

933

79.6

- - -

奈 良 県

「商 業 統

計 調 査 」

541
観 光 地 の来 訪 者

数 （万 人 ）

本 市 の 主 要 な 観 光 地 （ 宝 山

寺 、生 駒 山 上 遊 園 地 、くろん

ど 池 キ ャ ン プ 場 、 生 駒 山 麓

公 園 、 高 山 竹 林 園 ） の 来 訪

者 数 。

169.8 164.0 162.0 164.0
経 済 振 興

課
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  市民が創る ぬくもりと活力あふれるまち・生駒

                （平成２６年６月）
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