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１ 第１期実行計画の施策と進捗管理 

本市では、平成２９年度から令和１０年度までの１２年間におけるまちづくりの基

本理念、基本方針、基本政策を定めた大津市総合計画基本構想に掲げる将来都市像の

実現に向けて、平成２９年度から令和２年度までを計画期間とした第１期実行計画を

策定し、毎年度、進捗管理を行ってきました。 

具体的には、行政評価の評価結果等から、計画に掲げる各施策の指標の目標値の達

成状況、主な取組の推進状況と施策への貢献度を把握し、施策の進捗状況を確認する

とともに、主要事業ヒアリング等を通じて取組の確認と見直しを行ってきました。 

令和２年度をもって、第１期実行計画の計画期間が終了したことから、同年度の進

捗状況とともに、第１期実行計画の４年間の進捗結果を報告します。 

  

基本政策 

１ 子どもの未来が 

輝くまちにします 

２ 心豊かに暮らせる、 

福祉が充実したまちにします 

３ 生き生きと健康に 

過ごせるまちにします 

４ つながりを大切にし、 

共に支え合うまちにします 

１ 子育て環境の充実 

２ 出産から育児への切れ目のない支援 

３ いじめ対策の推進 

４ 子どもを守る仕組みの充実 

５ 子どもの教育の充実 

６ 高齢者の福祉・介護の充実 

７ 障害者福祉の充実 

８ 安定した社会保障制度の運営 

９ 健康増進と地域医療の充実 

10 保健衛生の確保 

11 学校給食を始めとする食育の推進 

12 生涯学習の推進 

13 青少年の健全育成 

14 市民活動と協働の推進 

15 人権の尊重と平和社会の実現 

16 女性が活躍する社会の実現 

17 大学連携の推進 

基本方針１ 

子どもから高齢者までが輝いて、 

魅力あふれるまちを創ります 

１ 

施策 
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５ インバウンド観光で人が集い、 

にぎわうまちにします 

６ 自然豊かな景観を守り育て、 

自然と共生するまちにします 

７ 悠久の歴史と文化を大切にし、 

次代に継承します 

８ スポーツと文化で、 

生き生きと楽しむまちにします 

18 オンリーワンを活かした国内外からの 

誘客の推進 

19 多文化共生・国際交流の推進 

20 琵琶湖を始めとする自然環境の保全 

21 環境教育の推進 

22 歴史・文化遺産の保全・発信 

23 湖都にふさわしい景観づくり 

24 スポーツの普及・振興 

25 文化・芸術に親しめる環境づくり 

基本方針２ 

自然、歴史、文化、スポーツを重視し、 

多くの人が集うまちを創ります 

９ 安心、安全に暮らすことの 

できるまちにします 

10 コンパクトで質の高い 

持続可能なまちにします 

11 経済が活性化し、 

元気なまちにします 

12  再生可能エネルギーの活用とごみの 

適正処理でクリーンなまちにします 

26 災害に強いまちづくりの推進 

27 防犯力の向上と生活安全の推進 

28 消防・救急体制の充実 

29 ライフラインの確保 

30 都心エリアの再生と地域形成 

31 公共交通ネットワークの再構築 

32 住環境の整備 

33 商工業の振興 

34 農林水産業の活性化 

35 就労支援と働き方の見直し 

36 再生可能エネルギーの活用 

37 循環型社会の推進と土砂等の埋立て 

規制の強化 

基本方針３ 

安心、快適に住み続けることのできる 

活力のあるまちを創ります 

13徹底した行財政改革を進め、 

確かな都市経営を進めます 

38 行財政改革の強化と持続可能な都市経営 

39 公共施設マネジメントの推進 

40 開かれた市政の推進 
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２ 令和２年度の進捗状況 

（１）指標の実績値と評価 

 第１期実行計画では、４０の施策に関して７３指標を設定しています。指標の目標値に

対する令和２年度の達成状況及び評価は、表１のとおりです。 

【表１】目標値の達成状況及び評価 

目標値の達成状況 該当する指標 評価 
うち、右記 

以外の指標 

うち、新型コロナ 

ウイルス感染症の 

影響を受けた指標 

９０％以上 ３１指標 ◎順調 ３１指標  

７５％以上９０％未満 １２指標 ○ほぼ順調 １２指標  

６０％以上７５％未満 ７指標 △やや不調 ２指標 ５指標 

６０％未満 ２０指標 ×不調 ３指標 １７指標 

調査できなかった指標 ３指標 －  ３指標 

合計 ７３指標  ４８指標 ２５指標 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としてイベントを中止したこと

等から実績値が目標値を下回り「やや不調」又は「不調」と評価したものが２２指標、実

績値の調査ができなかったものが３指標となりました（表２の★付きの指標）。 

これら特殊な事情のある２５指標を除く４８指標のうちの約９割にあたる４３指標につ

いては、「ほぼ順調」又は「順調」と評価しており、令和２年度の指標の全体の達成状況

としては、概ね順調であったと評価します。 

【表２】指標の実績値と評価 

施策 
施策の 

評価 
指標 

目標値 指標の 

評価 実績値 

1 子育て環境の充実 ○ 

待機児童数 
0 人 

○ 
4 人 

３年保育の実施率 
100.0% 

◎ 
100.0% 

★地域子育て支援拠点利
用者数 

157,000人/年 
× 

50,932 人/年 

2 
出産から育児への切
れ目のない支援 

◎ 

乳児家庭全戸訪問事業実
施率 

100.0% 
◎ 

90.2% 

妊婦健康診査受診券利用
率 

100.0% 
○ 

83.9% 

3 いじめ対策の推進 ◎ 

いじめが収束した割合 
100.0% 

◎ 
99.7% 

前学年の時にいじめを受
けなかった子どもの割合 

71.1% 
◎ 

74.5% 

4 
子どもを守る仕組み
の充実 

× 
★子育て支援プログラ
ム・児童虐待防止研修参
加者数 

1,200 人/年 
× 

491 人/年 
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★子どもの居場所づくり
箇所数(寺子屋プロジェ
クト） 

36 か所 
× 

16 か所 

★発達支援療育事業利用
者(登録者）数 

120人/年 
× 

57 人/年 

5 子どもの教育の充実 ◎ 

子どもによる学校評価ア
ンケートの総合的な平均
値 

2.55ポイント 
◎ 

2.37 ポイント 

保護者による学校評価ア
ンケートの総合的な平均
値 

2.55ポイント 
○ 

2.19 ポイント 

6 
高齢者の福祉・介護の
充実 

△ 

★在宅療養を実現できる
と考える市民の割合 

30.0% 調査でき

なかった

指標 － 

認知症サポーター養成講
座受講者数 

24,500人 
◎ 

23,193 人 

★介護予防に取り組む市
民の数 

1,600 人/年 
× 

257 人/年 

7 障害者福祉の充実 ○ 

★働き・暮らし応援セン
ターを通じて、一般就労
に移行した障害者数 

90 人/年 
△ 

65 人/年 

障害福祉に関する延べ相
談件数 

37,488件/年 
◎ 

36,705 件/年 

8 
安定した社会保障制
度の運営 

× 

★特定健康診査受診率 
44.0% 

△ 
32.5% 

★自立支援プログラム達
成者数 

350人/年 
× 

202 人/年 

9 
健康増進と地域医療
の充実 

◎ 

健康寿命（平均寿命と健
康寿命との差）：男性 

1.78年 
◎ 

1.73 年 

健康寿命（平均寿命と健
康寿命との差）：女性 

3.86年 
◎ 

3.91 年 

在宅医療の利用者数 
2,500 人 

○ 
2,148 人 

10 保健衛生の確保 △ 

食中毒発生件数 
0 件/年 

○ 
4 件/年 

前年度指導実施施設等の
感染症集団発生率 

0.0% 
△ 

28.6% 

11 
学校給食を始めとす
る食育の推進 

◎ 

朝食を摂食する人の割合 
95.0% 

◎ 
90.0% 

学校給食における地場産
物を使用する割合 

25.0% 
○ 

20.0% 

12 生涯学習の推進 × 
★熱心まちづくり出前講
座参加人数 

3,000 人/年 
× 

527 人/年 

13 青少年の健全育成 × 
★青少年育成学区民会議
活動への参加者数 

61,000人/年 
× 

27,052 人/年 

14 
市民活動と協働の推
進 

◎ 

行政と市民・市民団体及
び事業者との協働事業実
施件数 

130件/年 
◎ 

126 件/年 

（仮称）まちづくり協議
会の設立数 

5 団体 
◎ 

8 団体 

15 
人権の尊重と平和社
会の実現 

× 
★人権を考える大津市民
のつどいの参加者数 

6,400 人 

× 
17 人 
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★平和イベントへの参加
者数 

1,000 人/年 
× 

180 人/年 

16 
女性が活躍する社会
の実現 

○ 

女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画策定
事業者数（努力義務があ
る 300 人以下の市内事業
所に限る） 

15 件 

○ 

13 件 

17 大学連携の推進 ◎ 大学連携相互協力事業数 
245事業/年 

◎ 
288 事業/年 

18 
オンリーワンを活か
した国内外からの誘
客の推進 

△ 

来訪者の満足度 
75.0% 

◎ 
77.8% 

★宿泊者数 
1,650,000 人/年 

× 
731,500 人/年 

19 
多文化共生・国際交流
の推進 

× 
★国際文化理解講座の参
加者数 

2,100 人/年 
× 

793 人/年 

20 
琵琶湖を始めとする
自然環境の保全 

△ 

★環境保全活動年間参加
者数 

95,000人/年 
× 

13,194 人/年 

森林整備面積 
120ha/年 

○ 
99.89ha/年 

21 環境教育の推進 ◎ 自然家族等累計参加者数 
11,000人 

◎ 
11,329 人 

22 
歴史・文化遺産の保
全・発信 

△ 

国・県・市指定文化財の
指定及び登録件数 

674件 
◎ 

681 件 

★歴史博物館来館者総人
数（のべ人数、貸し館と
も） 

87,000人/年 
× 

48,575 人/年 

23 
湖都にふさわしい景
観づくり 

◎ 
景観保全のための地区計
画、景観協定の設定地区
面積 

298.2ha 
◎ 

379.8ha 

24 スポーツの普及・振興 ○ 

市民の週１回以上の運
動・スポーツ実施率 

65.0% 
○ 

57.2% 

★学校以外での 1 日あた
りの運動時間（小学校５
年生対象） 

67.8分 調査でき

なかった

指標 － 

25 
文化・芸術に親しめる
環境づくり 

× 
★後援した文化芸術事業
への参加者数 

172,000人/年 
× 

33,552 人/年 

26 
災害に強いまちづく
りの推進 

× 

★各学区における地区防
災計画の策定数 

36 学区 
× 

19 学区 

★市民を対象とした消防
防災訓練参加者数 

50,000人/年 
× 

18,522 人/年 

27 
防犯力の向上と生活
安全の推進 

◎ 

人口１万人あたりの刑法
犯罪認知件数 

65 件/年 
◎ 

46 件/年 

市内の交通事故死傷者数 
1,300 人/年 

◎ 
886 人/年 

28 消防・救急体制の充実 △ 

人口１万人あたりの出火
件数 

2.72件/年 
◎ 

2.18 件/年 

心停止傷病者の救命率 
25.0% 

× 
12.1% 

29 ライフラインの確保 ◎ 

ガス導管総延長（本支管） 
1,329ｋｍ 

◎ 
1,315ｋｍ 

浄水施設耐震化率 
23.0% 

◎ 
23.0% 
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下水道施設(汚水管渠)の
耐震化率 

28.3% 
◎ 

26.3% 

30 
都心エリアの再生と
地域形成 

△ 

★都心地区における休日
の歩行者・自転車通行量 

13,000人/日 調査でき

なかった

指標 － 

中山間地域における持続
可能なまちづくり組織の
法人化件数 

1 件 
△ 

0 件 

31 
公共交通ネットワー
クの再構築 

◎ 

交通輸送サービスのモデ
ル事業実施数 

3 件 
◎ 

4 件 

バリアフリー化整備駅数 
16 駅 

◎ 
16 駅 

32 住環境の整備 ◎ 

苦情や通報のあった老
朽・有害空き家等の指導
方針確定率 

80.0% 

◎ 
72.0% 

地域猫活動支援事業延べ
取組数 

50 組 

◎ 

60 組 

33 商工業の振興 ○ 

付加価値額 

1,259 億円 

◎ 
1,526 億円 

★市内事業者の業況値 

5 ポイント 

△ 

▲28.4 ポイント 

34 農林水産業の活性化 △ 

人・農地プランの作成件
数 

13 件 
○ 

11 件 

漁獲量 
120ｔ/年 

× 
63ｔ/年 

35 
就労支援と働き方の
見直し 

× 

★有効求人倍率（大津公
共職業安定所管内） 

1.2倍 
△ 

0.84 倍 

くるみん認定企業数 
37 社 

× 
14 社 

36 
再生可能エネルギー
の活用 

○ 

家庭におけるエネルギー
消費量（平成 22 年度）に
対する再生可能エネルギ
ー等で創出されるエネル
ギーの割合 

16.0% 
○ 

13.4% 

37 
循環型社会の推進と
土砂等の埋立て規制
の強化 

◎ 

市民一人あたりのごみ排
出量（資源ごみ除く） 

686.0ｇ/人・日 
◎ 

701.4ｇ/人・日 

不法投棄に関する苦情件
数解決率 

90.0% 
◎ 

90.0% 

38 
行財政改革の強化と
持続可能な都市経営 

◎ 
行革プランにおける削減
効果額 

1,053,587 千円 
◎ 

3,407,561 千円 

39 
公共施設マネジメン
トの推進 

○ 
公共施設マネジメントの
取組の進捗率 

100.0% 
○ 

79.0% 

40 開かれた市政の推進 △ ★年間プレスリリ－ス数 
916件/年 

△ 
627 件/年 
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（２）各施策の指標進捗状況と評価 

４０の施策について、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、次頁以

降の「施策ごとの指標進捗状況と評価」のとおり、実績値が目標値を下回った指標が多く、

表３のとおり、施策の進捗状況に係る評価としては、全体の４５％に当たる１８の施策が

「やや不調」又は「不調」という結果となりました。 

【表３】施策の進捗状況に係る評価 

進捗状況の評価区分 施策数 

◎順調 １５施策（３７．５％） 

○ほぼ順調 ７施策（１７．５％） 

△やや不調 ９施策（２２．５％） 

×不調 ９施策（２２．５％） 

合計 ４０施策 
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 施策１ 子育て環境の充実 

基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  １ 子どもの未来が輝くまちにします  

施策  １ 子育て環境の充実  

目標とする姿 

 “待機児童ゼロ”を始め、保育・幼児教育及び児童クラブの「量」の確
保と「質」の向上により、若い世代が喜びを持って安心して子育てをし、
子どもが健やかに成長することができる「子育てするなら大津」と言われ
る環境が整っている。  

指標進捗状況 
 

評価及び方向性 

 指標「待機児童数」については、４人の待機児童が発生したものの、子
ども・若者支援計画による今後の量の見込みは減少傾向であることから、
現時点で保育・教育の提供体制の確保は一定充足されたと考えられる。ま
た、指標「３年保育の実施率」については、目標値である１００％を達成
し、すべての市立幼稚園で３年保育が実施されていることから、市立幼稚
園での３歳からの保育を望む保護者のニーズに全園で応える中で、幼児教
育の充実が図られていると考えている。 

 一方、指標「地域子育て支援拠点利用者数」については、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止の観点から４～５月の２ヶ月間休館したこと、
幼稚園の３年保育の実施及び民間保育園の新規開設等の影響を受けて減少
し、目標値を下回った。（達成率３２．４％） 

 以上のことから、施策全体の評価としては「ほぼ順調」とするが、特に
地域子育て支援拠点事業については、アフターコロナを見据えつつ、取組
を進めていく。加えて、これまでの取組において、保育・教育の提供体制
の確保は一定進んだことから、今後は保育・教育の「質」の向上に軸足を
移していくとともに、放課後児童クラブの充実を図り、すべての子どもた
ちが心身ともに健康に成長できるよう、子ども・子育て支援の充実を目指
していく。 

３年保育の実施率（％） 
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利用者数（人/年） 

144,025 

140,985 

117,548 

50,932 50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

実績 目標値(R2) 

28.00 

52.00 

79.00 

100.00 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

実績 目標値(R2) 

0 

58 

0 
4 

0

10

20

30

40

50

60

実績 目標値(R2) 

待機児童数（人） 

施策ごとの指標進捗状況と評価 

8



基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  １ 子どもの未来が輝くまちにします  

施策  ２ 出産から育児への切れ目のない支援 

目標とする姿 
 子どもを産み育てることへの不安を軽減するための支援体制が充実し、
生き生きと育児・家事に取り組み、若い男女が希望を持って子どもを安心
して産み育てられる環境が整っている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「乳児家庭全戸訪問事業実施率」の令和２年度実績値は９０．２％、
また、指標「妊婦健康診査受診券利用率」の実績値は８３．９％となって
おり、いずれも基準値を下回った。 

 乳児家庭全戸訪問事業実施率については、令和２年度新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大に伴い、訪問を中止していた時期があったことが影響
していると考えている。現状においては、感染防止対策を行った上で、通
常通り事業を実施している。妊婦健康診査受診券利用率については、利用
率が低下していたのは７～９月で原因は不明だが、年度後半には概ね回復
しており今後も動向を確認していく。また、その他の施策配下の事務事業
についても、新型コロナウイルス感染症に対する必要な対策を講じた上で、
事業の推進を図っている。 

 引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえつつ、主な取
組事業をはじめ施策配下の事務事業を推進し、妊娠から出産、育児まで切
れ目のない支援の充実を図っていく。 

 施策２ 出産から育児への切れ目のない支援 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  １ 子どもの未来が輝くまちにします  

施策  ３ いじめ対策の推進 

目標とする姿 
 家庭や学校だけでなく、地域も含めていじめ等から一人一人の子どもを
見守る環境のもとで、子どもたちが安全で安心して生活し、教育を受けて
いる。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 令和２年度においては、指標「いじめが収束した割合」は、目標値 

１００％に対して実績値９９．７％であり、達成率は９９．７％であった。
また、指標「前学年の時にいじめを受けなかった子どもの割合」は目標値
７１．１％に対して実績値７４．５％であり、達成率は１０４．７％で、
順調に取組を推進していると評価している。 

 第１期実行計画の４年間においては、児童生徒支援課といじめ対策推進
室が連携する中、令和２年度から、いじめ対策はもとより不登校や児童虐
待といった様々な課題も含めて組織的な支援を行う教員を「子ども支援
コーディネーター」として配置する取組を行うなど、概ね計画通りに推進
している。 

 今後も、市長部局と教育委員会の協力・連携の強化に努め、いじめ、不
登校、児童虐待対策など多様化する子どもたちの抱える課題の解決に取り
組むなど、総合的な子どもへの支援を推進していく。 

 施策３ いじめ対策の推進 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  １ 子どもの未来が輝くまちにします  

施策  ４ 子どもを守る仕組みの充実 

目標とする姿  心身の健全な成長を育み、全ての子どもが大切にされながら育つ。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「子育て支援プログラム・児童虐待防止研修の参加者数」について
は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、小中学校での研
修開催の申込みがなく、研修回数は大きく減少した。 

 指標「子どもの居場所づくり箇所数」については、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大による休校があり、昼間に居場所のない子どもたちを急
遽受入れ、利用者が大幅に増えたが、長期休暇中等の学習支援居場所づく
り（寺小屋プロジェクト）は新型コロナウイルス感染症の影響により、減
少した。 

 指標「発達支援療育事業利用者（登録者）数」については、発達障害児
やその可能性のある子どもに対しより丁寧な支援を必要としている子ども
と捉え、保護者や子どもと積極的なかかわりに努めている。しかし、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により令和２年度の目標値に対す
る実績値は５０％弱となった。 

 新型コロナウイルス感染症対策をしつつ、今後も、子どもの育ちに応じ
た支援の充実を図るとともに、切れ目のない支援ができるよう連携してい
く。また、施策配下の他の事務事業についても令和２年度は落ち込みは
あったものの、今後も引き続き主な取組事業をはじめ施策配下の事務事業
を推進し、心身の健全な成長を育みながら全ての子どもが大切にされ育つ
ように施策を進めていく。 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  １ 子どもの未来が輝くまちにします  

施策  ５ 子どもの教育の充実 

目標とする姿 

 学校、家庭及び地域がそれぞれの役割を果たし、互いに密に連携し、社
会全体で子どもの成長を促す環境が整っている。その下で、子ども一人一
人の発達過程を踏まえた教育が行われ、学びの意欲が高まり、社会的自立
に向けた基礎的及び基本的な資質や能力が育まれている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「子どもによる学校評価アンケートの総合的な平均値」については、
令和２年度の目標値２．５５に対して、実績値は２．３７で、９３％の達
成率であったため、指標の目標値達成に向け順調であったと評価している。
第１期実行計画の４年間では、実績値は基準値から多少の向上にとどまっ
ていることから、次期計画において引き続き目標値達成に向けた取組を推
進していくこととする。 

 指標「保護者による学校評価アンケートの総合的な平均値」については、
令和２年度の目標値２．５５に対して、実績値は２．１９で、８６％の達
成率であった。実績値の低下理由として、新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、保護者懇談会や授業参観、学校行事が縮小され、例年に比べ保
護者が学校にくることができない状況が影響したことが考えられる。第１
期実行計画の４年間では、新型コロナウイルス感染症の影響があったとは
いえ、実績値が基準値を下回ったことから、課題を整理した上で次期計画
において目標値達成に向けた取組を推進していくこととする。 

 若年齢化している教職員の育成についても課題だと捉えている。第１期
実行計画の４年間の施策配下の各事務事業については、概ね計画通りに推
進された。 
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 施策５ 子どもの教育の充実 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ２ 心豊かに暮らせる、福祉が充実したまちにします 

施策  ６ 高齢者の福祉・介護の充実 

目標とする姿 
 高齢になっても住み慣れた地域で、健康で生きがいを持って自立した日
常生活を営んでいる。また、地域の中で支え合い、医療や介護の支援が包
括的に確保される体制が整って、在宅医療と介護の連携が充実している。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「在宅療養を実現できると考える市民の割合」については、毎年、
７ブロックで在宅医療に関する市民講座を１回以上実施する中で、アン
ケートを行い割合を把握していたが、令和２年度は新型コロナウイルス感
染症の影響により講座を開催することができず割合を把握できなかったこ
とから、評価不可とした。指標「認知症サポーター養成講座受講者数」及
び指標「介護予防に取り組む市民の数（健康いきいき講座受講者数）」に
ついては、新型コロナウイルス感染症の影響により、講座自体の開催が
減ったことから、目標値を下回る結果となった。 

 第１期実行計画の４年間では、計画期間の前半は、概ね計画どおりに進
捗したものの、令和２年度については、急速に広がった新型コロナウイル
スの影響により、計画どおりの成果が上げられなかった。 

 今後についても当施策の推進は不可欠であることから、次期計画におい
ても、アフターコロナを見据えつつ、社会状況の変化に柔軟に対応しなが
ら、施策に掲げた主な取組を推進していく。 

 また、事務事業については、概ね計画どおりに推進されており、今後も、
これまで同様に主な取組事業をはじめ、施策配下の事務事業を推進してい
く。 
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 施策６ 高齢者の福祉・介護の充実 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ２ 心豊かに暮らせる、福祉が充実したまちにします 

施策  ７ 障害者福祉の充実 

目標とする姿 

 障害の有無にかかわらずに健常者と同様の生活と活動（ノーマライゼー
ション）を行い、社会から孤立や排除をされずに、それぞれの存在と役割
を有する（ソーシャル・インクルージョン）中で、誰もが身近な地域で心
豊かに暮らしている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「働き・暮らし応援センターを通じて、一般就労に移行した障害者
数」については、令和２年度の実績は６５人であり、目標に対して７２％
の達成状況であったことから、評価としてはやや不調である。また、指標
「障害福祉に関する延べ相談件数」については、令和２年度の実績は 

３６，７０５人であり、目標に対して９８％の達成状況であったことから、
評価としては順調である。以上により、施策全体の評価は、ほぼ順調とし
ている。 

 第１期実行計画の４年間では、令和２年度は両指標とも新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けて移行者数、件数ともに減少したが、施策を進め
ていく上で重要な役割を果たしていることから、全体としては順調である
と評価している。 

 今後についても、主な取組事業をはじめ、施策配下の事務事業を着実に
推進していくことから、次期（第２期）実行計画においても、新型コロナ
ウイルス感染症収束後（アフターコロナ）を見据えつつ、障害福祉施策の
推進に取り組んでいく。 
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 施策７ 障害者福祉の充実 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ２ 心豊かに暮らせる、福祉が充実したまちにします 

施策  ８ 安定した社会保障制度の運営  

目標とする姿 
 健全財政の下、安定的な社会保障制度が運営され、必要とする人が安心
して支援を受けることのできる制度が構築されている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「特定健康診査受診率」については、新型コロナウイルス感染症の
影響が続く中で可能な範囲で受診勧奨等も実施していたが、①特定健康診
査の実施開始日を１ヶ月遅らせる②集団特定健康診査については９月まで
実施休止③人間ドック費用助成について大津市民病院が１１月まで費用助
成対象となる人間ドック事業を休止、などの健診に関する事業の一部中
止・変更があったこと、また、これに加え被保険者の健診受診控えもあり、
令和元年度に比べて実績は５．２％下降し、目標を達成できなかった。今
後は同感染症の感染防止対策を行いながら、目標値の達成のために、受診
率向上対策事業を推進していく。 

 指標「自立支援プログラム達成者数」について、令和元年度に引き続き
目標値の達成には至らなかった。新型コロナウイルス感染症の影響により、
メニューのうち保護受給者に対する就労支援事業や中３学習会運営事業な
どは、令和元年度に比べて件数が減少したものの、新型コロナウイルス感
染症に影響されなかった長期入院患者退院促進支援事業や成年後見申立支
援事業などのメニューは令和元年度に比べて件数が増加し、全体としては
令和元年度とほぼ同じ件数となった。今後は、各事業の対象者に対して、
積極的にプログラムの参加を促すことで目標値の達成を目指していく。 
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 施策８ 安定した社会保障制度の運営 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ３ 生き生きと健康に過ごせるまちにします 

施策  ９ 健康増進と地域医療の充実 

目標とする姿 
 市民一人一人が自らの健康を大切にして、ライフステージに応じた健康づ
くりに取り組んでいる。また一方で、必要なときには身近で良質な医療を
受けることができる医療連携体制が整っている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「平均寿命と健康寿命との差」について、実績値は男性１．７３、
女性３．９１で、達成率はそれぞれ１０２．９％と９８．７％であった。
指標「在宅医療の利用者数」については、実績値が２，１４８人（国保連
合会提供「医療・介護レセプトデータ」）で、８５．９％の達成率であっ
た。このことから、令和２年度までの取組はおおむね順調であると評価し
ている。 

 施策配下の事務事業について、その多くが計画どおり事業を進めること
が適当であると評価している。一部事業の進め方に改善が必要と評価する
事業もあるが、概ね計画どおりに取組が進んでおり、今後もこれまでどお
り事務事業を推進していく。 
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 施策９ 健康増進と地域医療の充実 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ３ 生き生きと健康に過ごせるまちにします 

施策  10 保健衛生の確保 

目標とする姿 
 感染症や食中毒など健康危機管理の適切な対応や、食品及び医薬品の安全
が確保され、営業施設の自主衛生管理が向上し、市民が安全で安心して衛
生的に生活できる環境が整っている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「食中毒発生件数」については、評価方法は食中毒事件３件以内で
順調、５件以内でほぼ順調、６件以上でやや不調、２年以上連続で６件以
上発生した場合、不調とする。令和２年度に発生した食中毒事件は４件で
あるので評価としてほぼ順調とした。今後も、食中毒の発生しやすい飲食
店営業を中心に、食中毒発生予防の啓発、指導を強化する。また、市内食
品関係営業施設に対し、食品衛生法の一部改正に伴い制度化された「ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理」の遵守状況について確認するとともに必要に応
じ指導する。 

 指標「前年度指導実施施設等の感染症集団発生率」については、評価方
法は０で順調、１９％未満でほぼ順調、１９％以上３８％未満でやや不調、
３８％以上で不調とする。令和２年度の実績は２８．６％で、評価はやや
不調であり、令和元年度（２０．０％）からやや悪化した。しかし、繰り
返し発生している施設には偏りがあり、各施設の特性に応じたリスク因子
は把握できていることから、保育園における発生時の初期対応については
引き続き幼保支援課・衛生課・保健予防課が連携して指導、調査する。特
に、これまで繰り返し報告がされている発生リスクの高い園については、
園が異常を早期に探知し、拡大防止対策を適切に実施することにより早期
に収束できるよう、調査支援を徹底する。 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ３ 生き生きと健康に過ごせるまちにします 

施策  11 学校給食を始めとする食育の推進 

目標とする姿 

 市民一人一人が食育を通じて、「食」の大切さへの関心と理解を深め、
健全な食生活を実践し、生涯にわたって健康で生き生きとした生活を送っ
ている。また、子どもたちは、学校給食などによって健全な食習慣を身に
付け、食文化を大切にして健やかに成長している。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「朝食を摂食する人の割合」については、目標値は９５％で、令和
２年度の実績は９０％であり、目標値に対して９５％の達成状況であった
ことから、評価としては順調である。 

 指標「学校給食における地場産物を使用する割合」については、目標値
は２５％で、令和２年度の実績は２０％であり、目標値に対して８０％で
あったことから、評価としてはほぼ順調である。 

 以上の結果より施策全体の評価は、順調としている。各項目とも次期計
画において指標対象となっていないが、引き続き取組を推進していく。 
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 施策11 学校給食を始めとする食育の推進 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ３ 生き生きと健康に過ごせるまちにします 

施策  12 生涯学習の推進 

目標とする姿 
 市民が主体的にあらゆる機会を通して学び、その学んだ成果を地域づく
りに活かし地域の担い手となる人材が育成されるなど、それぞれの地域で
生涯学習が活発に行われている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「熱心まちづくり出前講座参加人数」については、令和２年度の実
績値は５２７人であったことから、評価としては不調である。 

 第１期実行計画の４年間では、前半は概ね計画どおりに進捗したものの、
後半は令和元年度後半から新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に
より、計画どおりの成果が上げられなかった。 

 また、配下の事務事業は、「計画どおり事業を進めることが適当」が８
事業、「事業の進め方に改善が必要」が５事業となっており、全体的には
ほぼ計画どおりの成果が上げられた。 

 今後についても見通しは不透明な状況ではあるが、出前講座について令
和３年度よりオンライン開催可能な講座を登録するとともに、引き続き人
生１００年社会を見据え、全ての人が生涯を通じて活躍できるよう、多様
な学習の機会を提供することで「学び」と「活動」の循環を形成し、学ん
だ成果を地域づくりに生かす生涯学習社会の実現に向けた取組を推進する。 
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 施策12 生涯学習の推進 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ３ 生き生きと健康に過ごせるまちにします 

施策  13 青少年の健全育成 

目標とする姿 
 次代を担う子ども・若者が、自己を確立していく過程で社会との関わり
を自覚しながら健やかに成長し、自らの夢の実現に向かって持てる能力を
活かして自立し、活躍している。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「青少年育成学区民会議活動への参加者数」については、令和２年
度の目標値に対する実績値は２７，０５２人と下回る結果となった。新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、多くの事業が中止、縮小、
内容変更を余儀なくされたことが原因である。この状況下においても、工
夫しながら事業を実施されているところが多く、人数は伸びなかったが子
どもを見守る意識の高さが伺える。 

 施策配下の事務事業は部局横断的に展開しており、各事業の成果指標及
び総合評価を踏まえ、最上位計画である総合計画に掲げる基本方針及び施
策に貢献していると評価している。また、新型コロナウイルス感染症の影
響を除くと、概ね、計画どおりに推進されているため、今後も、関連部局
と連携し、各事業の効果的な実施と、さらなる充実を目指していく。 
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 施策13 青少年の健全育成 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ４ つながりを大切にし、ともに支えあうまちにします 

施策  14 市民活動と協働の推進 

目標とする姿 

 まちへの愛着や誇りを感じて、市民一人一人が社会活動や生活の中で
培ってきた豊かな知識や経験等を発揮し、主体的に地域活動を展開してい
る。また、事業者による社会貢献活動が活発化し、多様な担い手による主
体的なまちづくりが行われ、市民・市民団体、事業者及び行政の三者協働
により、地域課題の解決を図っている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「行政と市民・市民団体及び事業者との協働事業実施件数」につい
ては、令和２年度の目標値１３０件に対し１２６件であり９６．９％の達
成率であった。また、指標「まちづくり協議会の設立数」については、令
和２年度の目標値５学区に対して実績値が８学区であり、達成率が 

１６０％であるとともに、他学区においても設立準備に向けた意識醸成・
合意形成が進められており、順調に進捗していると評価する。ただし、個
別の取組項目には事業の進め方に改善が必要との評価となっているものも
あることから、今後は課題を整理し事業の見直しを行いながら引き続き取
組を推進していく。 
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 施策14 市民活動と協働の推進 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ４ つながりを大切にし、ともに支えあうまちにします 

施策  15 人権の尊重と平和社会の実現 

目標とする姿 
 啓発活動や学習などを通じて人権が尊重され、平和社会への意識が高ま
り、自由平等に豊かで幸せな生活を送っている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「人権を考える大津市民のつどいの参加者数」について、令和２年
度の目標としては６，４００人であったが、例年各ブロックで夏、秋に実
施していた講演会や学習会が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響
を受けて開催することが困難となり、ほぼ全ての講演会等が中止となった。
このような中にあっても、各ブロックを構成している地域「人権・生涯」
学習推進協議会においては、人権啓発紙を発行して地域住民に配布するな
ど、一人一人の人権を尊重する意識の高揚に資するため、できる限りの取
組が行われた。 

 令和２年度の平和啓発事業においては、平成３０年度、令和元年度取り
やめた平和の鐘付きを再開することができた。しかし、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大により、例年開催してきたコンサート（地球のステー
ジ）を中止したため、指標「平和イベントへの参加者数」の目標値は達成
できなかった。 

 第１期実行計画の４年間におけるそれぞれの事業については、広く市民
に向けた啓発事業として継続して実施しており、ほぼ順調に推移している
ものと評価し、今後とも、一人一人の人権意識や平和社会への意識の高揚
に繋げるための取組を推進していく。 
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 施策15 人権の尊重と平和社会の実現 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ４ つながりを大切にし、ともに支えあうまちにします 

施策  16 女性が活躍する社会の実現 

目標とする姿 

 社会のあらゆる分野において、男女がお互いを尊重する男女共同参画社会  
 の中、女性が、結婚や出産及び子育て等とを両立しながら働き続け、 
 キャリアアップするなど、個性や能力を発揮して生き生きと社会で活躍し 
 ている。また、男性の育児、介護及び家事への参画等により、男女ともに 
 仕事と子育てとを両立して、幸せに暮らしている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定事業所数」につ
いては、令和２年度までの累積目標の 

１５件に対して、最終実績値は１３件と目標値に対する達成率は、 

８６．７％と概ね達成できた。 

 第１期実行計画の４年間では、計画に掲げた取組は順調に推移しており、
また、女性の有業率も上昇してきている。 

 今後とも、職場、家庭、地域など、あらゆる場面において男女共同参画
意識の醸成を図るとともに、性別による格差や不利益の解消を図る取組を
進め、女性が活躍する社会の実現を目指した取組を推進していく。 
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 施策16 女性が活躍する社会の実現 
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基本方針  １ 子どもから高齢者までが輝いて、魅力あふれるまちを創ります 

基本政策  ４ つながりを大切にし、ともに支えあうまちにします 

施策  17 大学連携の推進 

目標とする姿 
 大学の豊かな知的資源及び人的資源が幅広い分野で活かされるとともに、
大学生が地域の中で活躍し、本市への愛着を深め、市内での就労にも意欲
を示している。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「大学連携相互協力事業数」については、令和２年度の実績値は 

２８８件であり、指標の目標値を達成している。第１期実行計画の４年間
では、平成２９年度から毎年度、指標の目標値を達成しており、施策の推
進は順調であったと評価する。 

 なお、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けることと
なったが、幼稚園や小学校では、新たに地域の大学と連携する活動も見ら
れたほか、オンラインでの実施など「新しい生活様式」に対応した活動が
見られた。 

 今後も、大学と市民・市民団体、事業者及び行政とが連携し、豊かな知
的資源や人的資源及び若者の力を十分に生かすことで、みんなが活躍する
まちの実現を目指していく。 

266 

304 306 

288 

0

50

100

150

200

250

300

350

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

実績 目標値(R2) 

大学連携相互協力事業数（事業/年） 

 施策17 大学連携の推進 
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基本方針  ２  自然、歴史、文化、ｽﾎﾟｰﾂを重視し、多くの人が集うまちを創ります 

基本政策  ５  インバウンド観光で人が集い、にぎわうまちにします 

施策  18 オンリーワンを活かした国内外からの誘客の推進 

目標とする姿 

 オンリーワンである琵琶湖を始めとする豊かな自然、世界遺産や日本遺
産を始めとする悠久の歴史・文化など、訪日外国人等が本市での観光を満
喫するとともに、観光産業の振興によって地域経済も活性化されている。
さらに、国内外の来訪者との交流を通じて市民が本市で暮らすことに誇り
を感じ、まちへの愛着を深めている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「来訪者の満足度」、「宿泊者数」については、年度ごとに段階的
に目標値を定めている。令和２年度の「来訪者の満足度」の目標値７５％
に対し、実績値が７７．８％となり、達成率は１００％を超えた。 

 一方「宿泊者数」の目標値１６５万人に対し、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大の影響により、実績値が７３万１，５００人となり、達成率
は４４％となった。そのため、総合的な評価が「やや不調」となった。今
後は目標値を一部見直すとともに、新型コロナウイルス感染症収束後のＶ
字回復を目標として施策及び主な取組を推進していく。 
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 施策18 オンリーワンを活かした国内外からの誘客の推進 
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基本方針  ２  自然、歴史、文化、ｽﾎﾟｰﾂを重視し、多くの人が集うまちを創ります 

基本政策  ５  インバウンド観光で人が集い、にぎわうまちにします 

施策  19 多文化共生・国際交流の推進 

目標とする姿 

 国籍や民族の異なる人々が互いの文化的差異を認め合い、国際交流が自
然に深められているとともに、外国籍市民も地域社会の一員として溶け込
み、安心して暮らすことができる多文化共生が浸透した地域社会を形成し
ている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「国際文化理解講座の参加者数」の実績値は７９３人であり、目標
値２，１００人に対して３８％程の達成率であった。これは、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大や国際交流員の交替により講座の受付を一時休
止したこと、また新型コロナウイルス感染症に鑑み、講座の対象を５歳児
に限定したことにより、参加人数が大幅に減少したことが主な要因である。 

 第１期実行計画の４年間では、令和元年度までは目標値を大きく上回る
成果を上げ、順調に推移してきたものの、令和２年度については上記の要
因から計画どおりの成果を上げることができなかった。 

 今後も従来のような講座の開催は難しいことが予想されるが、当施策が
市民の国際理解の促進に大きく寄与してきたことから、次期計画において
も社会状況に柔軟に対応しながら推進していく。 
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 施策19 多文化共生・国際交流の推進 
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基本方針  ２ 自然、歴史、文化、スポーツを重視し、多くの人が集うまちを創ります 

基本政策  ６ 自然豊かな景観を守り育て、自然と共生するまちにします 

施策  20 琵琶湖を始めとする自然環境の保全 

目標とする姿 
 琵琶湖を始めとした自然環境が適切に保全される中、人と自然が共生し
ながら、市民の良好な生活環境が形成されている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「環境保全活動年間参加者数」については、目標値９５，０００人
に対し、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点よ
り事業が中止となり参加人数が大幅に減少し１３，１９４人で 

１３．８８％の達成率となり「不調」となった。第１期実行計画の４年間
では、指標の目標値９５，０００人に対して、実績値は６８，３８８人と
なった。計画期間の前半は、概ね計画どおりに進捗したものの、後半は令
和元年度後半から急速に広がった新型コロナウイルスの影響により、計画
どおりの成果が上げられなかった。 

 指標「森林整備面積」については、目標値１２０ｈａを毎年達成すべき
目標としているが、令和２年度の実績値は９９．８９ｈａで、目標値の 

８３．２４％の達成率となった。森林施業者の事業推進には補助金交付等
の支援が不可欠であり、評価としては「ほぼ順調」としている。これによ
り、２つの指標を総合的に判断した結果、「やや不調」である。 

 今後の方向性としては、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、市民
の環境保全活動については今後も活発に行われるよう引き続き支援を行う。
また、森林整備については、森林資源の充実した保育期にある間伐を行う
などの森林整備面積の拡大は喫緊の課題であることは認識しており、林業
振興並びに国土保全の観点からも一層の推進をしていきたいと考えている 
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 施策20 琵琶湖を始めとする自然環境の保全 
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基本方針  ２ 自然、歴史、文化、スポーツを重視し、多くの人が集うまちを創ります 

基本政策  ６ 自然豊かな景観を守り育て、自然と共生するまちにします 

施策  21 環境教育の推進 

目標とする姿 
 幼少期から自然と触れ合い、常に環境に関する情報が入手できることに
より、人と自然との関係について理解を深め、環境に配慮した行動をする
人が育っている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「自然家族事業等累計参加者数」は、１１，０００人の目標に対し、
令和２年度末の累計参加者数は１１，３２９人であり、達成率は 

１０２．９９％となり目標値を達成した。 

 自然家族事業については、外部委託を行うことで効率化を図りながら進
めてきたところであるが、今後についても、参加者のニーズ等を勘案する
など内容を精査しながら施策を推進していく。 
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 施策21 環境教育の推進 
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基本方針  ２ 自然、歴史、文化、スポーツを重視し、多くの人が集うまちを創ります 

基本政策  ７ 悠久の歴史と文化を大切にし、次代に継承します 

施策  22 歴史・文化遺産の保全・発信 

目標とする姿 
 歴史・文化遺産が保存・継承され、市民や来訪者が文化や伝統に触れる
ことができる環境が形成されている。そして、貴重な歴史・文化遺産の中
で暮らすことに誇りを感じ、まちへの愛着を深めている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 本市には、京都市、奈良市に次いで全国第３位の豊かな国指定文化財が
残されている。文化財の保存・活用事業は、まちづくりの核となる事業の
一つであるため、厳しい財政状況の下で、市民の協力と理解を得ながら、
計画的に事業を進めることができた。歴史博物館では、「聖衆来迎寺と盛
安寺」展、「芭蕉翁絵詞伝と義仲寺」展などを開催した。また、特集展示
「明智光秀と戦国時代の大津」を１年間にわたって開催した。 

 指標「国・県・市指定文化財の指定及び登録件数」の実績値は６８１件
で、目標に対して１０１％の達成率であるが、指標「歴史博物館来館者総
人数」の実績値は、新型コロナウイルス感染症の影響による、講座開講回
数と定員減や、貸しギャラリーの取りやめにより来館者が大きく減り、 

４８，５７５人で、目標に対して５６．９％の達成率にとどまったことか
ら、施策全体としてはやや不調であると評価している。ただし、常設展示
や企画展観覧者については、前年を越える観覧者数を数えている。 

 なお、第１期実行計画の４年間では、着実に成果が上げられたと評価す
る。 

 今後も、豊かな文化財を守り、継承していくために必要な施策を推進し
ていく。 
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 施策22 歴史・文化遺産の保全・発信 
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基本方針  ２ 自然、歴史、文化、スポーツを重視し、多くの人が集うまちを創ります 

基本政策  ７ 悠久の歴史と文化を大切にし、次代に継承します 

施策  23 湖都にふさわしい景観づくり 

目標とする姿 
 都市の機能と調和しつつ湖都にふさわしい、美しく風格ある景観が整っ
たまちが形成されている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「景観保全のための地区計画、景観協定の設定地区面積」について、
令和２年度の実績値は３７９．８ｈａ（平成３０年に北部地域新産業拠点
地区地区計画８２．６ｈａ追加）であり、目標値２９８．２ｈａに対して
１００％以上の達成率である。 

 また、坂本地区では、県道比叡山線沿道地区地区計画周辺における新た
な地区計画の検討が引き続き行われており、加えて堅田地区においては、
官民協働により景観協定区域を０．５ｈａ拡大する「落雁の道地区景観協
定」を新たに締結（更新）し、順調に良好な景観の形成及び保全に資する
地域が拡大している。これらのことから取組は順調であると評価している。 
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 施策23 湖都にふさわしい景観づくり 
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基本方針  ２ 自然、歴史、文化、スポーツを重視し、多くの人が集うまちを創ります 

基本政策  ８ スポーツと文化で、生き生きと楽しむまちにします 

施策  24 スポーツの普及・振興 

目標とする姿 
 子どもから高齢者まで、生涯を通じて市民がスポーツに親しみ、心身と
もに健康で豊かに生き生きとスポーツを楽しんでいる。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「市民の週１回以上の運動・スポーツ実施率」の令和２年度の目標
値は６５％であり、実績は５７．２％である。目標に対して８８．０％の
達成状況であり、新型コロナウイルス感染症の影響下において、自宅やそ
の近辺をはじめとした身近な運動・スポーツの意欲向上が見られており、
令和２年度及び第１期実行計画の４年間の評価としてはほぼ順調である。 

 指標「学校以外での１日あたりの運動時間（小学５年生対象）」の令和
２年度の目標値は、平成２７年度の全国平均の６７．８分であったが、新
型コロナウイルス感染症の影響により、全国的に運動時間の調査が行われ
なかったことから、指標を取得することができなかったため、令和２年度
は評価対象外とする。目標値の６７．８分に対して、平成２９年度から令
和元年度の実績平均値は６４．８３分であった。９５．６２％の達成状況
であり、第１期実行計画の４年間の評価としては、順調である。以上のこ
とから、施策全体としては令和２年度はほぼ順調、４年間では順調である
と評価している。 

 施策配下の各指標については、新型コロナウイルス感染症の影響により、
負担金事業や補助事業の中止が相次ぎ、やや不調であるものの、施策を構
成するその他の事務事業については、概ね計画通りに推進されており、順
調であるといえる。 
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 施策24 スポーツの普及・振興 

※令和2年度は全国的に調査未実施のため数値なし 
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基本方針  ２ 自然、歴史、文化、スポーツを重視し、多くの人が集うまちを創ります 

基本政策  ８ スポーツと文化で、生き生きと楽しむまちにします 

施策  25 文化・芸術に親しめる環境づくり 

目標とする姿 
 市民の多種多様な文化活動や、個性豊かな地域づくりの実践により、文
化が薫る豊かなまちが形成されている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「後援した文化・芸術事業への参加者数」については、後援した事
業実施後の各種団体からの報告を元に集計している。延べ約 

３３，０００人が文化・芸術活動に参加しているが、新型コロナウイルス
感染症の影響が大きく、事業中止も相次ぎ、目標の２０％程度に留まり、
施策全体の評価としては不調となった。しかしながら、施策の進捗は順調
であり、主な取組事業の進捗も順調である。 

 新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」が叫ばれる中、
今後の効果的な情報発信の方法について検討を進め、「第２次大津市文化
振興計画」及び上位計画である総合計画に掲げる施策及び主な取組事業を
推進していく。 
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 施策25 文化・芸術に親しめる環境づくり 
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基本方針４  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策９  ９ 安心、安全に暮らすことのできるまちにします 

施策26  26 災害に強いまちづくりの推進 

目標とする姿 
 さまざまな自然災害に対する市民や関係機関の危機管理意識の向上と 

 防災・減災への対策が図られて、災害時に迅速に対応できる基盤と仕組み
が整っている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、会
議の開催や訓練への参加が進まず、指標「各学区における地区防災計画策
定数」は、目標値３６学区に対して実績値は１９学区で５２％の達成率、
指標「市民を対象とした消防防災訓練参加者数」は、目標値５０，０００
人に対して実績値は１８，５２２人で３７％の達成率となった。 

 一方で、「各学区における地区防災計画策定数」は、電話等で助言を行
うことにより単年度実績ではこれまでで最も多い１１学区となり、他のす
べての学区も既に策定に着手されるに至った。「市民を対象とした消防防
災訓練参加者数」は、感染症の影響が限定的であった令和元年度の参加者
数は５２，８５５人であった。 

 今後は、全学区で策定に着手されている地区防災計画の早期策定を支援
していくとともに、多くの市民が参加する消防防災訓練の実施を支援し地
域防災力の向上を図っていく。 
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 施策26 災害に強いまちづくりの推進 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  ９ 安心、安全に暮らすことのできるまちにします 

施策  27 防犯力の向上と生活安全の推進 

目標とする姿 

 市民一人一人の防犯意識や消費者としての権利意識が高まり、地域や警
察などの関係機関との連携により、犯罪や消費者トラブルの起こりにくい
まちが整備されている。また、交通安全に対して必要な施設設備が充実し、
一人一人の安全意識が高まって、誰もが安心・安全に行き交うことのでき
るまちが形成されている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「人口１万人あたりの刑法犯罪認知件数」については、目標値であ
る６５件を毎年度、達成すべき目標として定めている。令和２年度の実績
値は４６件であり、１４１％の達成状況であったことから、評価としては
順調である。 

 指標「市内の交通事故死傷者数」については、令和２年度の実績値は 

８８６人で、目標値の１，３００人に対し、１４７％の達成状況であるこ
とから、評価としては順調である。 

 また、政策配下の事務事業のうち、評価対象となっている事業について
は、すべての事業において、計画どおり事業をすすめることが適当との総
合評価であることから、進捗状況を順調と評価している。今後も、これま
での施策や取組に加え、安全で安心なまちづくりに関する警察との連携協
定に基づき、巧妙かつ多様化する犯罪や交通環境の変化等にも対応したき
め細やかな取組を更に充実し、犯罪や交通事故のないまちづくりを推進し
ていく。 
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 施策27 防犯力の向上と生活安全の推進 

34



基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  ９ 安心、安全に暮らすことのできるまちにします 

施策  28 消防・救急体制の充実 

目標とする姿  市民一人一人が安心して生活できる消防・救急体制が整っている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「人口１万人あたりの出火件数」については、令和２年度の実績値
は２．１８件／年で、目標値を下回ったことから評価としては順調である。
指標「心停止傷病者の救命率」については、令和２年度の実績値は 

１２．１％で、目標値に至らなかったことから評価としては不調である。
以上の結果から、施策全体の評価はやや不調としている。 

 課題については、次期実行計画の施策「２３消防救急体制の充実」にお
いて引き続き取組を推進していくことで、解決を図っていくこととする。 
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 施策28 消防・救急体制の充実 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  ９ 安心、安全に暮らすことのできるまちにします 

施策  29 ライフラインの確保 

目標とする姿  安心・安全で快適な上下水道と都市ガスの供給が確保されている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「ガス導管総延長（本支管）」については、令和２年度目標値 

１，３２９ｋｍに対して、実績値は１，３１５ｋｍであった。目標値は下
回ったものの、達成率が９８．９％であることから、令和２年度までの取
組は順調であると評価する。 

 指標「浄水施設耐震化率」については、令和２年度目標値２３％に対し
て、実績値は２３％で達成率１００％となり、令和２年度までの取組は順
調であると評価する。 

 指標「下水道施設（汚水管渠）の耐震化率」については、令和２年度目
標値２８．３％に対して、実績値は２６．３％であった。目標値は下回っ
たものの、達成率は９２．９％であり、令和２年度までの取組は順調であ
ると評価する。 

 第１期実行計画の４年間では、指標「ガス導管総延長（本支管）」及び
「下水道施設（汚水管渠）の耐震化率」について目標値に届かなかったも
のの、いずれの指標も達成率は９０％を超えているため、これらの取組は
順調であると評価できる。 

 次期実行計画においても引き続き、計画どおり当該取組を推進していく。 
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 施策29 ライフラインの確保 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  10 コンパクトで質の高い持続可能なまちにします 

施策  30 都心エリアの再生と地域形成 

目標とする姿 

 コンパクトな大津にふさわしい、琵琶湖岸の都市（湖都）及び古都大津
として、その自然と歴史の魅力にあふれる都心が生まれる。大津駅、浜大
津駅、膳所駅、大津京駅周辺の都心エリアには、市内外から人々が流入し、
都心ビジネスも起業され、まちのにぎわいが創出されている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「都心地区における休日の歩行者・自転車通行量」については、令
和２年度の目標値を１３，０００人／日としていたが、新型コロナウイル
ス感染症の影響もあり、令和２年度の通行調査は実施していないため、令
和２年度は評価対象としない。 

 指標「中山間地域における持続可能なまちづくり組織の法人化件数」に
ついては、令和２年度に目標値である１件を達成するために組織の自立的
かつ持続可能な活動の支援を実施・検討している。令和２年度の実績値は
０件であったが、１件のまちづくり組織が法人化を検討している状況であ
り、法人の形態について整理・検討していることから評価としては、やや
不調とする。 
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 施策30 都心エリアの再生と地域形成 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  10 コンパクトで質の高い持続可能なまちにします 

施策  31 公共交通ネットワークの再構築 

目標とする姿 
 高齢者を始め全ての市民にとって利便性に配慮され自由に移動できるコ
ンパクトな生活圏が形成されるとともに、広域交通の整備も充実した交通
移動性の高いまちが形成されている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「交通輸送サービスのモデル事業実施数」については、令和２年度
の実績値は４件であり、目標に対して１００％の達成状況であったことか
ら、評価としては、順調である。 

 指標「バリアフリー化整備駅数」については、令和２年度の実績値は 

１６駅であり、目標に対して１００％の達成状況であったことから、評価
としては、順調である。いずれの指標からも、取組は順調としている。 

 施策配下の事務事業のうち、主な取組事業の鉄道駅前広場の検討につい
ては、事業の抜本的な見直しが必要との評価としている。それ以外の事業
の取組は、概ね計画通りに推進されており、今後もこれまでと同様に主な
取組事業をはじめとする施策配下の事務事業を推進していく。 
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 施策31 公共交通ネットワークの再構築 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  10 コンパクトで質の高い持続可能なまちにします 

施策  32 住環境の整備 

目標とする姿 
 市営住宅が適正に確保・管理されて、また、空き家の有効活用が図られ
る中で、市民が安心することができる住環境対応が推進されている。また、
犬猫が適正に飼育され、人と動物が共存し合う環境が充実している。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「苦情や通報のあった老朽・有害空き家等の指導方針確定率」につ
いては、９０％の達成状況であったことから評価としては順調である。ま
た指標「地域猫活動支援事業延べ取組数」についても、目標を達成してい
ることから、評価としては順調である。以上の結果より、施策評価全体の
評価は、順調としている。 

 第１期実行計画の４年間では、いずれの指標も成果が上げられたと評価
する。 

 次期実行計画においても、引き続き取組を推進していく。 
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 施策32 住環境の整備 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  11 経済が活性化し、元気なまちにします 

施策  33 商工業の振興 

目標とする姿 

 産業の多様性という地域の特性及び観光客の増加等による地域の優位性
を活かすことにより、経済の持続可能な発展が実現し、中小企業を始めと
する地域経済を支える事業者が成長することにより、本市の商工業が活性
化している。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 商工業振興の目安となる指標「市内企業の付加価値額」は、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大状況のもと、令和元年度から減少し１，５２６
億円となったが、目標を上回る達成状況であったため、順調であると評価
する。一方、企業の業況を示す指標「ＤＩ値」は、△２８．４となったた
め、やや不調であると評価する。以上のことから、施策全体としては、ほ
ぼ順調であると評価する。 

 市内産業の業況を踏まえると、業種により差がみられるものの総じてプ
ラスから大きくかけ離れたマイナスの状況が続いている。 

 今後は中小・小規模事業者を中心に既存企業の支援と起業家の事業化支
援を強化するとともに、企業立地や既存企業の新規設備投資を促進してい
くことが重要である。 

 また、地域産業や市民生活の豊かさに寄与し、中小企業振興につながる
条例やビジョンの策定を進めるとともに、商工団体等との連携や地域ビジ
ネス支援室における企業支援を更に充実させていく必要がある。 

1156 

1635 1628 

1526 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

実績 目標値(R2) 

付加価値額（億円） 市内事業者の業況値（ポイント） 

10.40 

-3.20 

-25.60 

-28.40 

-35.00

-30.00

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

実績 目標値(R2) 

 施策33 商工業の振興 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  11 経済が活性化し、元気なまちにします 

施策  34 農林水産業の活性化 

目標とする姿 
 安心で安全な地場産品の充実などにより、農林水産業が活性化し、自給
率が向上し、地産地消が進んでいる。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「人・農地プランの作成件数」については、令和２年度の実績値は
１１件であり、目標に対して８４％の達成状況であったことから、評価と
しては、ほぼ順調である。 

 指標「漁獲量」については、令和２年度の実績値は６３トンであり、令
和元年度に比べ１４トンの増加となったが、目標に対して５３％の達成状
況に留まったことから、評価としては不調としている。 

 以上の指標から、取組はやや不調としている。 

 第１期実行計画の４年間では、指標「人・農地プランの作成件数」の目
標値１３件に対して、実績値は１１件となり、指標「漁獲量」は、目標値
１２０トンに対して、実績値は６３トンとなったことから、施策全体とし
ては課題が残る結果となった。 

 これらの課題については、次期実行計画の施策「農林水産業の活性化」
において引き続き取組を推進することで、課題解決を図っていくこととす
る。 
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 施策34 農林水産業の活性化 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  11 経済が活性化し、元気なまちにします 

施策35  35 就労支援と働き方の見直し 

目標とする姿 
 老若男女を問わず働きたい人が希望する仕事に就き、誰もがやりがいと
充実感を感じながら家庭や地域活動と両立して働くことができる環境が
整っている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 雇用情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響により、景気が厳しい状
況にあることに伴い、指標「有効求人倍率」が基準値の１．１３（平成 

２８年３月）に比べ△０．２９ポイントの０．８４となった。「有効求人
倍率」が１．０を下回る中、移動労働相談や感染症対策を講じた就職面接
会を実施し、市内中小企業と求職者のマッチングを図った。今後も、この
数値の動向に注視し、これまでとは異なる取組の検討もしていく必要があ
る。 

 一方、働き方の見直しに関しては、指標「くるみん認定企業数」が基準
値の１０社から１４社に増えたが、目標値の３７社とは開きがある。これ
まで、ワーク・ライフ・バランスセミナーなどを通じた事業者への啓発を
継続してきたが、依然として市内事業所における働き方改革の取組は活性
化していない状況にあることから、企業表彰を通じた好事例の発掘や研修
会の充実を図ることにより、事業者への啓発活動に重点を置いた取組を展
開していく必要がある。 

有効求人倍率 
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 施策35 就労支援と働き方の見直し 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  12 再生可能エネルギーの活用とごみの適正処理でクリーンなまちにします 

施策  36 再生可能エネルギーの活用 

目標とする姿 
 再生可能エネルギーの利用拡大や更なる省エネルギー型の生活スタイル
により、可能な限り自立したエネルギーの普及と低炭素社会の形成が進ん
でいる。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「家庭におけるエネルギー消費量（H２２年度）に対する再生可能
エネルギー等で創出されるエネルギーの割合」の令和２年度の目標値 

１６％に対する実績値は１３．４％で、達成率は８３．７５％となった。
大津市地球温暖化防止活動推進センターと連携した普及啓発により、住宅
用の太陽光発電設備の設置基数が順調に増加していることや、今後、ごみ
処理施設における廃棄物発電の開始に伴いエネルギーが大きく創出される
ことから、ほぼ順調であると評価している。施策配下の事務事業は目標達
成のためには必要であり、今後も計画どおり事業を推進していくとともに、
「２０５０年カーボンニュートラル」の達成に向け、市域における再生可
能エネルギーの活用に係る取組を強化していく。 
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 施策36 再生可能エネルギーの活用 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  12 再生可能エネルギーの活用とごみの適正処理でクリーンなまちにします 

施策  37 循環型社会の推進と土砂等の埋立て規制の強化 

目標とする姿 
 市民や事業者の環境への意識が高まり、廃棄物の３Ｒ活動と適正処理に
よる循環型社会の形成が進んでいる。また、土砂等による埋立て等の規制
により、適正な埋立て等が行われ、自然環境が保全されている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「市民一人あたりのごみ排出量」については、令和２年度の実績値
は７０１．４ｇ／人・日であり、目標に対して９８％の達成状況であった
ことから、評価としては順調である。ただし、家庭系と事業系を合わせた
全体としては、令和元年度よりごみ排出量が減っているものの、家庭系ご
みだけでみると増加している。 

 指標「不法投棄に関する苦情件数解決率」の毎年度の目標値は９０％で、
令和２年度の実績値は９０％であり、目標値を達成していることから、評
価としては順調である。 

 以上のことから、評価指標としては順調であるが、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止対策による生活様式の変更に伴い、家庭系ごみが増
えているため、その動向に注視しながら引き続き啓発活動に取り組んでい
く。 
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 施策37 循環型社会の推進と土砂等の埋立て規制の強化 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  13 徹底した行財政改革を進め、確かな都市経営を進めます 

施策  38 行財政改革の強化と持続可能な都市経営 

目標とする姿 
 徹底した行財政改革が実施され、限られた財源を有効に活用した健全な
行財政運営の下で、持続可能な都市経営が進んでいる。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 指標「行革プランにおける削減効果額」の令和２年度の目標値約１０億
５千万円に対して実績値は約３４億１千万円であり、１００％超の達成率
となったため、指標の目標達成に向け順調であると評価している。第１期
実行計画の４年間では、指標の目標値約４０億５千万円に対して、実績値
は約１４７億８千万円となり、目標を大幅に上回る成果があげられたと評
価する。ただ、個別の取組項目の中には課題の残った項目もあるため、そ
れらの課題を整理し、次期プランにおいて引き続き取組を推進していくこ
ととする。 

 今後については、新型コロナウイルス感染症の影響による社会情勢の劇
的な変化に対し、行政には今まで以上に柔軟且つ迅速な対応が求められる
ことから、真に必要なサービスを見極め、事業の選択と集中による総合的
かつ効率的、効果的な行財政運営に取り組んでいく。 
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 施策38 行財政改革の強化と持続可能な都市経営 
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基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  13 徹底した行財政改革を進め、確かな都市経営を進めます 

施策  39 公共施設マネジメントの推進 

目標とする姿 
 人口構造の変化、市民ニーズ、地域の状況などを踏まえた行政需要と財
政状況に応じた、公共施設の総量、機能の適正化、最適な施設維持保全の
実施などの公共施設マネジメントが推進されている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 令和２年度においては、ＰＦＩ導入ガイドラインの作成や、これまでの
公共施設マネジメントの取組及び長寿命化改修を踏まえ、個別施設計画の
策定を施設所管所属へ依頼・作成支援するなど、事業を進めることが出来
た。その一方で地域ごとの将来配置検討については、素案の作成にまでは
至らなかった。これを除くと、第１期実行計画の４年間では、概ね計画ど
おりに進捗したものと評価している。 

 当施策関係の事務事業については、新型コロナウイルス感染症の影響も
あったが、４年間では概ね計画どおりに進捗したものと評価している。な
お、市民サービスの更なる向上に向けて当施策の推進は不可欠であること
から、第２期実行計画においても、施策に掲げた主な取組を推進していく。 

 施策39 公共施設マネジメントの推進 
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 施策40 開かれた市政の推進 

基本方針  ３ 安心、快適に住み続けることのできる活力のあるまちを創ります 

基本政策  13 徹底した行財政改革を進め、確かな都市経営を進めます 

施策  40 開かれた市政の推進 

目標とする姿 
 市民への情報公開と広報・広聴、市政情報の発信により、市民が必要な
情報を適切に入手できるような仕組みが整えられている。 

指標進捗状況 

評価及び方向性 

 令和２年度のプレスリリース件数は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、イベントや事業が中止になったことなどから６２７件となり、や
や不調の評価となったものの、新型コロナウイルス感染症の関連情報を提
供するため、広報おおつの臨時号を発行するとともに、各種ＳＮＳで積極
的に情報を発信するなど、必要な情報の提供に努めてきた。 

 第１期実行計画の４年間では、市民が求める情報を適正に公開するとと
もに、プレスリリースをはじめ、様々な媒体による情報発信を行うことや、
「市民の声」及びコールセンター運営の充実など、順調に取組を進められ
たと評価している。 

 今後も、市民が必要な情報を適時適切に得られるよう、公文書等の公
開・開示の適正な運営を行うとともに、わかりやすいホームページ等の運
営など受け手の立場に立った情報発信や、市民の声を適切に把握する広聴
の充実に努めるなど、開かれた市政の推進に取り組んでいく。 

年間プレスリリース数（件/年） 
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３ 第１期実行計画の進捗結果（総括） 

第１期実行計画の計画期間である平成２９年度から令和２年度までの４年間の各施策の

進捗状況については、表５のとおりです。 

第１期実行計画の進捗結果を総括するに当たっては、令和２年度に新型コロナウイルス

感染症の影響を大きく受けたことから、全４０の施策に関し、同感染症の影響を受けた施

策（表５の★付きの施策）とそれ以外の施策に区分して行うこととします。 

具体的には、同感染症の影響を受けた１９の施策については令和元年度の進捗状況をも

って評価し、また、同感染症の影響を受けた施策以外２１の施策については令和２年度の

進捗状況をもって評価し、その結果は表４のとおりです。 

【表４】進捗結果の総括に係る施策の区分と評価 

区分 施策数 

順調に推移したものと評価
する施策 
（進捗状況が「順調」又は「ほ
ぼ順調」の施策） 

左記以外の施策 
 
（進捗状況が「やや不調」又
は「不調」の施策） 

下記以外の施策 ２１ １８（８５．７％） 

※令和２年度の進捗状況に

よる 

３（１４．３％） 

※同左 

新型コロナウイルス

感染症の影響を受け

た施策 

１９ １４（７３．７％） 

※令和元年度の進捗状況に

よる 

５（２６．３％） 

※同左 

合計 ４０ ３２（８０．０％） ８（２０．０％） 

進捗状況が「やや不調」又は「不調」であった８つの施策のそれぞれの要因等について

は、表５の該当施策の説明欄に記載のとおり様々であり、一定の見直しを図るなど、取組

において対応するものとします。 

全４０の施策に関しては、８０．０％に当たる３２の施策について、順調に推移したも

のと評価できることから、第１期実行計画の４年間の進捗結果としては、概ね順調に進捗

したものと総括し、第２期実行計画における施策の取組につなげていきます。 

 

【表５】各施策の進捗状況 

◎順調 ○ほぼ順調 △やや不調 ×不調 

施策 施策所管課 H29 H30 R1 R2 

1 ★子育て環境の充実 子育て政策課 ◎ ◎ ○ ○ 

2 出産から育児への切れ目のない支援 健康推進課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

3 いじめ対策の推進 人権・男女共同参画課 ◎ ◎ ◎ ◎ 
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4 ★子どもを守る仕組みの充実 子ども家庭相談室 ◎ ○ ◎ × 

5 子どもの教育の充実 学校教育課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

6 ★高齢者の福祉・介護の充実 長寿政策課 ◎ ○ ○ △ 

7 ★障害者福祉の充実 障害福祉課 ◎ ◎ ◎ ○ 

8 

★安定した社会保障制度の運営 保険年金課 ○ ○ △ × 

説明 

〔令和元年度の指標の進捗状況〕 

指標「特定健康診査受診率」○ 

指標「自立支援プログラム達成者数」△ 

「自立支援プログラム達成者数」については、取組の対象者である生活保護受給者の

うち年金受給可能年齢到達者が少なかったため、目標人数に至らなかった。 

9 健康増進と地域医療の充実 保健総務課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

10 

保健衛生の確保 衛生課 ○ ○ ○ △ 

説明 

〔令和２年度の指標の進捗状況〕 

指標「食中毒発生件数」○ 

指標「前年度指導実施施設等の感染症集団発生率」△ 

「前年度指導実施施設等の感染症集団発生率」については、令和２年度の実績値は 

２８．６％であり、発生率０％を目指していることから、進捗状況としては「やや不調」

となったものの、令和元年度、令和２年度と続けて基準値を下回っており、一定取組の

効果が認められることから、引き続き、指導の徹底に努めていく。 

11 学校給食を始めとする食育の推進 衛生課 ◎ ○ ◎ ◎ 

12 ★生涯学習の推進 生涯学習課 ○ ◎ ◎ × 

13 ★青少年の健全育成 文化・青少年課 ◎ ◎ ◎ × 

14 市民活動と協働の推進 自治協働課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

15 ★人権の尊重と平和社会の実現 人権・男女共同参画課 ◎ ◎ ◎ × 
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16 女性が活躍する社会の実現 人権・男女共同参画課 × ○ ◎ ○ 

17 大学連携の推進 企画調整課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

18 
★オンリーワンを活かした国内外から

の誘客の推進 
観光振興課 ◎ ◎ ◎ △ 

19 ★多文化共生・国際交流の推進 観光振興課 ◎ ◎ ◎ × 

20 

★琵琶湖を始めとする自然環境の保全 環境政策課 △ ○ △ △ 

説明 

〔令和元年度の指標の進捗状況〕 

指標「環境保全活動年間参加者数」○ 

指標「森林整備面積」× 

「森林整備面積」が「不調」であったことから、令和元年度の施策の進捗状況は「や

や不調」となったが、令和２年度の同指標に係る達成率は８３％であり、指標の進捗状

況は「ほぼ順調」に改善している。 

21 環境教育の推進 環境政策課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

22 ★歴史・文化遺産の保全・発信 文化財保護課 ◎ ◎ ◎ △ 

23 湖都にふさわしい景観づくり 都市計画課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

24 ★スポーツの普及・振興 スポーツ課 ○ ○ ◎ ○ 

25 

★文化・芸術に親しめる環境づくり 文化・青少年課 ◎ △ × × 

説明 

〔令和元年度の指標の進捗状況〕 

指標「後援した文化芸術事業への参加者数」× 

「後援した文化芸術事業への参加者数」については、令和元年度は猛暑などにより大

型の後援事業が開催されなかったことなどにより、進捗状況を「不調」としたものであ

るが、この指標は、外部要因の影響を大きく受けることから、第２期実行計画において

は、この指標を見直している。 

26 

★災害に強いまちづくりの推進 危機・防災対策課 ◎ △ △ × 

説明 

〔令和元年度の指標の進捗状況〕 

指標「各学区における地区防災計画の策定数」× 
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指標「市民を対象とした消防防災訓練参加者数」◎ 

各学区における地区防災計画については、現時点において未策定の学区も全てが計画

策定に着手しており、目標達成の見込みが立ってきているものである。 

27 防犯力の向上と生活安全の推進 自治協働課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

28 

消防・救急体制の充実 消防総務課 ◎ △ ○ △ 

説明 

〔令和２年度の指標の進捗状況〕 

指標「人口１万人あたりの出火件数」◎ 

指標「心停止傷病者の救命率」× 

「心停止傷病者の救命率」の指標の数値については、本市独自の算定方法による数値

に基づき設定したものであり、平成２９年度及び平成３０年度はこの数値により評価を

行ったが、令和元年度以降は全国的な算出方法により算出することとしたので、数値の

単純な比較が難しくなっていることから、第２期実行計画においては、指標の数値を全

国的な算定方法により算出したものに見直している。 

29 ライフラインの確保 企業総務課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

30 ★都心エリアの再生と地域形成 都市計画課 ○ ○ ◎ △ 

31 公共交通ネットワークの再構築 地域交通政策課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

32 住環境の整備 住宅課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

33 ★商工業の振興 商工労働政策課 ◎ ◎ ○ ○ 

34 

農林水産業の活性化 農林水産課 ○ ○ △ △ 

説明 

〔令和２年度の指標の進捗状況〕 

指標「人・農地プランの作成件数」○ 

指標「漁獲量」× 

「漁獲量」について、毎年の数値は天候や生育状況に影響を受けるものとはいえ、目

標値を大きく下回ったことから、第２期実行計画においては、水産資源の回復事業の推

進などの取組に努めていく。 

35 

★就労支援と働き方の見直し 商工労働政策課 ◎ △ △ × 

説明 

〔令和元年度の指標の進捗状況〕 

指標「有効求人倍率（大津公共職業安定所管内）」◎ 
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指標「くるみん認定企業数」× 

「くるみん認定企業数」については、認定項目が中小企業の実態に沿わないものがあ

り、認定のための条件を満たすことができず、認定企業数の目標値に至らなかったため、

第２期実行計画においては、指標をワーク・ライフ・バランスの取組に関するものへと

見直している。 

36 再生可能エネルギーの活用 環境政策課 ◎ ◎ ◎ ○ 

37 
循環型社会の推進と土砂等の埋立て規

制の強化 
廃棄物減量推進課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

38 
行財政改革の強化と持続可能な都市経

営 
行政改革推進課 ◎ ◎ ◎ ◎ 

39 公共施設マネジメントの推進 行政改革推進課 ◎ ◎ ◎ ○ 

40 ★開かれた市政の推進 市政情報課 ◎ ◎ ◎ △ 

※黄色に着色した欄については、当該施策の評価の対象とした年度を示す。（灰色に着色し

た欄については、評価の対象外とした年度を示す。） 
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＜資　料＞

主な取組事業結果一覧（令和２年度分）

施策 視点

番号 施策 番号 視点

保育人材確保総合対策事業～大津市保育パワーアップスマイルプ
ラン～
保育士確保プロジェクト

2 保育施設の整備促進 保育施設の整備促進
多様な保育サービスの充実（病児保育事業）
多様な保育サービスの充実（一時預かり事業）
民間児童クラブ運営助成事業
児童クラブ支援員等雇用事業
放課後児童健全育成事業
児童クラブ施設整備事業

2 質の高い乳幼児期の教育・保育の推進事業 乳幼児期の教育・保育の質の向上推進事業

3 市立幼稚園の規模適正化（施策1、39で重複） 市立幼稚園の適正規模の確保に向けた再編（施策1、39で重複）
次世代育成支援行動計画推進事業（進捗管理）（施策1、2、4で重
複）

次期子ども・子育て支援事業計画策定業務（子ども・子育て支援事
業計画に基づく事業の推進）

子ども・子育て支援事業計画に基づく事業の推進

子育て総合支援センター事業
2 子育て地域活動支援事業 地域子育て拠点事業

他 ＩＴを活用した保育所等入所事務の効率化と利便性向上（施策1、38
で重複）
児童手当支給事業

次世代育成支援行動計画推進事業（進捗管理）（施策1、2、4で重
複）

母性保健の推進
乳幼児健診の推進（施策2、4で重複）
産後うつ対策事業

3 不妊治療支援の充実 不妊治療費助成事業
4 妊婦健診の充実 妊婦健診の推進
5 乳幼児医療費に対する助成 就学前の児童に対する医療費助成事業
6 子ども医療費助成の充実 小学校１年生から小学校６年生までの児童に対する医療費助成事

業

乳幼児健診の推進（施策2、4で重複）

検（健）診ネット予約システム（施策2、4で重複）

8 子どもの発達支援・療育の推進 発達支援療育事業（施策2、4で重複）
2 男性による育児・家事への

参画
1 男性の育児・家事の参画推進 ハッピー“育Ｍｅｎ”の推進

男性の育児休暇の取得促進
大津の子どもをいじめから守る委員会の運営
重大事態再調査委員会の設置

いじめに関する相談対応業務及び各種の啓発

ＬＩＮＥを利用したいじめ相談対応業務
教師の心と技を磨くいじめ対応研修プログラム

子どもの安全見守り隊事業

ゲストティーチャー活用事業

いじめ防止啓発月間における児童生徒の主体的な活動への支援

外部専門家派遣事業

いじめ事案のＡＩによる分析と予測

大津っ子児童会・生徒会サミット

1 児童虐待の早期発見・早期対応 児童虐待防止等に関する法律に基づく児童虐待対応
2 教育相談事業 教育相談事業

不登校対策事業（不登校対策巡回チーム）
適応指導教室事業、不登校対策事業

1 子どもの学習支援事業 子どもの学習支援事業（中３学習会）
就学援助費（小学校）
就学援助費（中学校）
高校生に対する奨学金の給付（給付型奨学金）

他 次世代育成支援行動計画推進事業（進捗管理）（施策1、2、4で重
複）

1 発達に支援が必要な児童への対応の充実 発達障害及びその疑いのある子どもを対象に相談支援を実施
乳幼児健診の推進（施策2、4で重複）
検（健）診ネット予約システム（施策2、4で重複）

3 子どもの発達支援・療育の推進（再掲） 発達支援療育事業（施策2、4で重複）
4 特別支援教育相談事業 特別支援教育相談事業

3 不登校児童・生徒の再登校支援事業

4 青少年に対する相談機能の充実 青少年に対する相談機能の充実

2 家庭の教育費負担の軽減

2 乳幼児健診事業の充実（再掲）

4 子どもを守る仕
組みの充実

1 子どもの人権の尊重

いじめ対策の推進 1 総合的ないじめ対策の推進

2 子どもの貧困対策

3 一貫した子どもの発達支
援

3 いじめ対策の推
進

1

1 次世代育成支援事業2 出産から育児へ
の切れ目のない
支援

1 出産前からの切れ目のな
い支援（妊娠・出産・子育
て）

4 児童クラブの充実事業

1 子ども・子育て支援事業

2 産後サポートの推進

7 乳幼児健診事業の充実

1 子育て環境の充
実

主な取組
主な取組以外<他>

主な取組における主要事業
（主な取組以外の事業を含む）

1 保育・幼児教育、児童クラ
ブの「量」の確保と「質」の
向上

1 保育人材確保総合対策事業

2 市立幼稚園３年保育の実
施等、幼児教育の充実と
規模の適正化

3 子ども・子育て支援事業の
総合的・計画的な推進

3 多様な保育サービスの充実
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総合評価　◎継続　○改善　△見直し　×廃止

施策への貢献度　◎貢献している　○やや貢献している　△あまり貢献していない　×貢献していない

番号 事務事業名称
総合
評価

施策へ
の貢献

度

除外
理由

◎ ○ △ × 部局名 所属名

1 民間保育施設運営助成事業
◎ ◎ 福祉子ども部 保育幼稚園課

2 子ども・子育て支援事業（施策1で重複） △ ◎ 福祉子ども部 幼保支援課
3 民間保育所施設整備費補助事業 × ◎ 福祉子ども部 保育幼稚園課
4 病児・病後児保育事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 保育幼稚園課
5 一時預かり事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 保育幼稚園課
6 民間児童クラブ運営助成事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 児童クラブ課
7 児童クラブ指導員等雇用事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 児童クラブ課
8 放課後児童健全育成事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 児童クラブ課
9 児童クラブ施設整備事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 児童クラブ課
2 子ども・子育て支援事業（施策1で重複） - -

施策内
重複

福祉子ども部 幼保支援課

10 幼稚園管理運営事業（施策1、39で重複） ○ ◎ 福祉子ども部 子育て政策課
11 次世代育成支援行動計画推進事業（施策1、2、4で重

複） ◎ ○ 福祉子ども部 子育て政策課

2 子ども・子育て支援事業（施策1で重複）
- -

施策内
重複

福祉子ども部 幼保支援課

2 子ども・子育て支援事業（施策1で重複） - -
施策内
重複

福祉子ども部 子育て政策課

12 子育て総合支援センター事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 子育て総合支援センター
13 子育て地域活動支援事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 子育て総合支援センター
14 児童福祉管理事業（施策1、38で重複）

○ ◎ 福祉子ども部 保育幼稚園課

15 児童手当支給事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 子ども家庭課
11 次世代育成支援行動計画推進事業（施策1、2、4で重

複） ◎ ○ 福祉子ども部 子育て政策課

16 母性保健事業 ○ ◎ 健康保険部 健康推進課
17 乳幼児健診事業（施策2、4で重複） ○ ◎ 健康保険部 健康推進課
18 産後うつ対策事業 ◎ ◎ 健康保険部 健康推進課
19 不妊治療事業 ◎ ◎ 健康保険部 健康推進課
20 妊婦健診事業 ◎ ◎ 健康保険部 健康推進課
21 乳幼児医療費助成事業 ◎ ◎ 健康保険部 保険年金課
22 子ども医療費助成事業

◎ ◎ 健康保険部 保険年金課

17 乳幼児健診事業（施策2、4で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 健康推進課

17 乳幼児健診事業（施策2、4で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 健康推進課

23 子ども発達支援・療育推進事業（施策2、4で重複） ◎ ◎ 福祉子ども部 子育て総合支援センター
24 男女共同参画推進事業（施策2、15、16で重複）

◎ ◎ 政策調整部 人権・男女共同参画課

25 いじめ対策等推進事業（施策3で重複） ◎ ◎ 政策調整部 いじめ対策推進室
25 いじめ対策等推進事業（施策3で重複） - -

施策内
重複

政策調整部 いじめ対策推進室

25 いじめ対策等推進事業（施策3で重複） - -
施策内
重複

政策調整部 いじめ対策推進室

26 いじめ対策等充実事業（施策3で重複） ◎ ◎ 教育委員会 児童生徒支援課
26 いじめ対策等充実事業（施策3で重複） - -

施策内
重複

教育委員会 児童生徒支援課

26 いじめ対策等充実事業（施策3で重複） - -
施策内
重複

教育委員会 児童生徒支援課

26 いじめ対策等充実事業（施策3で重複） - -
施策内
重複

教育委員会 児童生徒支援課

26 いじめ対策等充実事業（施策3で重複） - -
施策内
重複

教育委員会 児童生徒支援課

26 いじめ対策等充実事業（施策3で重複） - -
施策内
重複

教育委員会 児童生徒支援課

26 いじめ対策等充実事業（施策3で重複） - -
施策内
重複

教育委員会 児童生徒支援課

26 いじめ対策等充実事業（施策3で重複） - -
施策内
重複

教育委員会 児童生徒支援課

27 家庭児童相談室運営事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 子ども家庭相談室
28 教育相談事業 ◎ ◎ 教育委員会 教育相談センター
29 不登校対策事業 ○ ◎ 教育委員会 教育相談センター
30 適応指導教室事業 ○ ◎ 教育委員会 教育相談センター
31 特別非行防止対策事業（大津少年センター） ◎ ◎ 教育委員会 少年センター
32 特別非行防止対策事業（堅田少年センター） ◎ ◎ 教育委員会 少年センター
33 非行少年等立ち直り支援事業 ◎ ◎ 教育委員会 少年センター
34 生活困窮者自立促進事業（施策4、8で重複） △ ◎ 福祉子ども部 生活福祉課
35 小学校就学援助事業 ◎ ◎ 教育委員会 学校教育課
36 中学校就学援助事業 ◎ ◎ 教育委員会 学校教育課
37 奨学資金給付事業 ◎ ◎ 教育委員会 学校教育課
11 次世代育成支援行動計画推進事業（施策1、2、4で重

複） ◎ ○ 福祉子ども部 子育て政策課

38 子ども発達相談事業 ○ ◎ 健康保険部 子ども発達相談センター
17 乳幼児健診事業（施策2、4で重複） ○ ◎ 健康保険部 健康推進課
17 乳幼児健診事業（施策2、4で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 健康推進課

23 子ども発達支援・療育推進事業（施策2、4で重複） ◎ ◎ 福祉子ども部 子育て総合支援センター
39 特別支援教育相談事業 ◎ ◎ 教育委員会 特別支援教育室

1 0

00

416 11

2 2

11 9 2 0

0

0

主な取組事業の
総合評価（事業数）

担当課事務事業 評価 主な
取組
事業
の数

14 10 2 1 1
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施策 視点

番号 施策 番号 視点
主な取組

主な取組以外<他>
主な取組における主要事業

（主な取組以外の事業を含む）

学力向上推進事業
こころとからだの先生配置事業
学校ＩＣＴ環境整備事業（小）
学校ＩＣＴ環境整備事業（中）
学校支援総合推進事業（施策5で重複）
外部人材を活用した運動部活動推進事業

4 個に応じた教育的支援充実事業 特別支援教育充実事業
2 社会のグローバル化に対

応する人材の育成　～英
語教育の充実～

1 英語教育推進事業 国際理解教育推進事業（ＡＬＴ配置等）

1 教育委員会及び学校マネジメント体制の改革 管理職のマネジメント力を高める研修の充実
2 開かれた学校等の推進 学校支援総合推進事業（施策5で重複）

高齢者活用・現役世代雇用サポート事業
単位老人クラブ補助事業

2 介護予防の推進 介護予防普及啓発事業（健康いきいき講座）
3 仲間づくり、生きがいづくりにつながる学習機会

の充実
仲間づくり、生きがいづくりにつながる学習機会の充実
社会体育施設整備事業（大石淀グラウンド・ゴルフ場整備）
公共施設予約管理システムの導入

1 高齢者の権利擁護の推進 虐待対応検討会議
委託相談所負担金、基幹型相談所出向負担金

中第二あんしん長寿相談所（地域包括支援センター）開設

3 地域密着型サービス及び施設サービスの整備 地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護）整備補助事業
4 認知症施策の推進 認知症サポーター養成事業

家族介護者教室・男性介護者のつどい
行方不明高齢者早期発見ダイヤル

行方不明高齢者ＧＰＳ位置情報探知システム利用支援事業

短期集中予防サービス
短期集中予防サービス通所型事業（おおつ元気アップ教室）

地域リハビリテーション活動支援事業

生活支援体制整備事業

他 ごみ出し支援戸別収集サービス事業（施策6、37で重複）

重度障害者地域包括支援事業
地域移行支援事業
おおつ障害者プランの推進
認証発達障害者ケアマネジメント支援事業

2 後期高齢者医療制度の安定運営 滋賀県後期高齢者広域連合への負担金
3 国民年金無年金者の解消 保険料の納付督励及び保険料免除制度の周知

保険料収納率の向上
介護給付費の適正化の推進

5 地域福祉活動の推進 第３次大津市地域福祉計画推進事業（進捗管理）
6 データヘルス計画による保健事業の実施 特定健康診査・特定保健指導
1 権利擁護・成年後見支援事業 成年後見制度利用支援事業

自立支援員による生活困窮者への自立支援プログラムの実施
生活保護制度の適正な運用と自立の促進事業（増減の状況）

児童扶養手当支給事業
母子家庭等自立支援給付金支給事業
母子家庭等就業・自立支援センター事業（養育費支援事業）
ひとり親家庭等への自立支援（母と子の家しらゆりの管理運営につ
いて）

生活困窮者自立支援事業
生活保護に至るまでの生活困窮者に対する住居確保給付金の支
給、一時生活支援事業の実施

4 介護保険制度の安定運営

2 生活保護制度の適正な運用と自立の促進事業

3

8 安定した社会保
障制度の運営

1 生活の安心を支える支援

2 自立支援の推進

ひとり親家庭等への自立支援

4 生活困窮者自立支援事業

2 障害福祉サービスの充実 1 地域における居住の場の整備

2 計画相談の充実

1 障害者の就労支援の推進 1 障害者の自立に向けた就労支援の推進 障害者の就労支援の推進

3 在宅医療の充実 1 在宅医療連携推進事業 在宅医療連携拠点の整備及び機能強化（施策6、9で重複）

在宅医療・介護連携の推進（施策6、9で重複）

在宅療養・看取りに関する市民啓発（施策6、9で重複）

4 スポーツを楽しむ環境の充実

2 地域包括ケアシステムの
構築 2 あんしん長寿相談所（地域包括支援センター）の

体制整備

5

1 高齢者が元気で活躍する
暮らしの推進

6 高齢者の福祉・
介護の充実

7 障害者福祉の充
実

2 学校ＩＣＴ環境整備事業

3 外部人材を活用した運動部活動推進事業

3 学校・教育委員会の改革・
充実

1 豊かな心と生きる力をはぐくむ教育の推進事業5 子どもの教育の
充実

1 次代を生き抜く力の育成
～将来の夢を広げる学力
の向上～

1 社会参加及び生きがいづくりの推進

家族介護者への支援

6 介護予防の推進

7 生活支援体制の整備
認知症初期集中支援推進事業・認知症カフェ事業・認知症啓発
ウィーク

55



番号 事務事業名称
総合
評価

施策へ
の貢献

度

除外
理由

◎ ○ △ × 部局名 所属名

主な取組事業の
総合評価（事業数）

担当課事務事業 評価 主な
取組
事業
の数

40 学力向上推進事業 ◎ ◎ 教育委員会 学校教育課
41 学校保健管理運営事業 ◎ ◎ 教育委員会 学校教育課
42 小学校ＩＣＴ環境整備事業 ◎ ◎ 教育委員会 学校ＩＣＴ支援室
43 中学校ＩＣＴ環境整備事業 ◎ ◎ 教育委員会 学校ＩＣＴ支援室
44 学校支援総合推進事業〔小・中学校〕（施策5で重複） ◎ ◎ 教育委員会 学校教育課
45 中学校体育指導推進事業 ○ ◎ 教育委員会 学校教育課
46 特別支援教育充実事業 ◎ ◎ 教育委員会 特別支援教育室
47 国際理解推進充実事業

◎ ◎ 教育委員会 学校教育課

48 教職員研修事業 ◎ ◎ 教育委員会 教育センター
44 学校支援総合推進事業〔小・中学校〕（施策5で重複） - -

施策内
重複

教育委員会 学校教育課

49 高年齢者労働能力活用事業 ◎ ◎ 健康保険部 長寿政策課
50 老人クラブ活動助成事業 △ ○ 健康保険部 長寿政策課
51 一般介護予防事業（施策6で重複） ○ ◎ 健康保険部 地域包括ケア推進室
52 公民館講座等開設事業 ○ ◎ 教育委員会 生涯学習課
53 体育施設整備事業 ◎ ◎ 市民部 スポーツ課
54 都市公園緑地施設等維持管理事業（施策6、20、38で

重複） △ ○ 都市計画部 公園緑地課

55 地域包括支援センター活動推進事業（施策6で重複） ◎ ◎ 健康保険部 長寿政策課
55 地域包括支援センター活動推進事業（施策6で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 地域包括ケア推進室

55 地域包括支援センター活動推進事業（施策6で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 地域包括ケア推進室

56 地域密着型サービス施設整備補助事業 ◎ ◎ 健康保険部 事業所・施設整備室
57 認知症サポーター養成事業 ◎ ◎ 健康保険部 長寿政策課
58 家族介護支援事業（施策6で重複） ◎ ◎ 健康保険部 長寿政策課
58 家族介護支援事業（施策6で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 長寿政策課

58 家族介護支援事業（施策6で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 長寿政策課

59 介護予防・生活支援サービス事業（施策6で重複） ○ ◎ 健康保険部 地域包括ケア推進室
59 介護予防・生活支援サービス事業（施策6で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 地域包括ケア推進室

51 一般介護予防事業（施策6で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 地域包括ケア推進室

60 生活支援事業 ○ ◎ 健康保険部 地域包括ケア推進室
61 認知症施策推進事業 ◎ ◎ 健康保険部 長寿政策課
58 家族介護支援事業（施策6で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 長寿政策課

62 廃棄物適正処理事業（施策6、37で重複） ◎ ◎ 環境部 廃棄物減量推進課
63 在宅医療・介護連携事業（施策6、9で重複） ○ ◎ 健康保険部 地域医療政策課
64 地域医療推進事業（施策6、9で重複） ◎ ◎ 健康保険部 地域医療政策課
63 在宅医療・介護連携事業（施策6、9で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 地域医療政策課

64 地域医療推進事業（施策6、9で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 地域医療政策課

63 在宅医療・介護連携事業（施策6、9で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 地域医療政策課

64 地域医療推進事業（施策6、9で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 地域医療政策課

65 就労継続・就労移行支援サービス事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 障害福祉課
66 社会的事業所等補助事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 障害福祉課
67 働き・暮らし応援センター運営補助事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 障害福祉課
68 障害福祉サービス事業所等運営補助事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 障害福祉課
69 重度障害者地域包括支援事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 障害福祉課
70 地域移行支援事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 障害福祉課
71 心身障害者福祉対策事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 障害福祉課
72 障害者相談支援事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 障害福祉課
73 後期高齢者医療推進事業 ◎ ◎ 健康保険部 保険年金課
74 国民年金事業費 ◎ ◎ 健康保険部 保険年金課
75 賦課徴収事業 ◎ ◎ 健康保険部 介護保険課
76 介護給付等費用適正化事業 ◎ ◎ 健康保険部 介護保険課
77 地域福祉活動推進事業 △ ○ 福祉子ども部 福祉政策課
78 特定健診・保健指導事業 ○ ◎ 健康保険部 健康推進課
79 成年後見制度利用支援事業 △ ◎ 福祉子ども部 福祉政策課
80 生活保護自立促進等事業（施策8で重複） ◎ ◎ 福祉子ども部 生活福祉課
80 生活保護自立促進等事業（施策8で重複） - -

施策内
重複

福祉子ども部 生活福祉課

81 児童扶養手当支給事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 子ども家庭課
82 母子家庭等自立支援事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 子ども家庭課
83 母子家庭等就業・自立支援センター運営事業 ◎ ◎ 福祉子ども部 子ども家庭課
84 母子生活支援施設運営事業

◎ ◎ 福祉子ども部 子ども家庭課

85 生活困窮者自立支援事業 △ ◎ 福祉子ども部 福祉政策課
34 生活困窮者自立促進事業（施策4、8で重複）

△ ◎ 福祉子ども部 生活福祉課

14 9 1 4 0

8 0 0 08

09 8 1 0

516 9 2 0
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施策 視点

番号 施策 番号 視点
主な取組

主な取組以外<他>
主な取組における主要事業

（主な取組以外の事業を含む）

1 健康おおつ２１の推進 健康おおつ２１（第２次計画）推進会議の開催
難病在宅支援従事者研修会の開催
ケアマネジメントアドバイザー事業の利用促進

医療講演会、交流会の開催

自殺対策連絡協議会の開催
自殺対策研修会の開催

子供若者ネットワーク会議との連携

がん対策推進事業
がん検診推進事業
訪問看護体制強化事業
地方独立行政法人市立大津市民病院の適正な運営

検査施設管理運営事業
衛生検査事業
環境検査事業

2 健康危機管理体制の充実 災害対策備品・備蓄医薬品の維持管理及び配布訓練の実施
生活衛生監視指導事業
生活衛生啓発事業

2 衛生習慣の定着 食品衛生啓発事業（大津市子ども衛生習慣定着事業）
感染症集団発生のあった事業所への疫学調査・指導実施
高齢者施設及び障害者施設への健康教育実施

保育園・幼稚園・小学校・高齢者施設への感染症予防従事者研修
会の開催
食品衛生啓発事業（大津市子ども衛生習慣定着事業以外の事業）

食品衛生自主管理推進事業
食品衛生監視指導事業

1 学校給食施設の整備事業 東部学校給食共同調理場整備・運営事業
地場産物の活用
教材となる献立（行事食・伝統食・外国料理など）による給食提供

1 食環境整備事業 第3次食育推進計画の進捗管理と啓発活動の実施
2 食育推進事業の充実 食育推進事業

家庭における教育の支援
学習機会の充実（施策12で重複）

図書資料整備事業
学習機会の充実（施策12で重複）

おおつ学の推進
1 子ども・若者の健全育成体制の充実 大津市青少年育成市民会議など関係団体との連携・支援、地域に

おける子どもの体験活動への支援、子ども・若者が主体的な力を発
揮できる場の提供

2 子ども・若者支援ネットワークの推進 子ども・若者支援事業

1 市民活動支援 パワーアップ・市民活動応援事業

2 市民活動センター機能の充実 市民活動センターの機能の充実事業
地域コミュニティ組織の支援事業
まちづくり協議会設立運営支援事業

1 市民による維持管理の推進 グリーンレンジャー制度の推進事業
協働のまちづくり推進事業

協働推進体制の充実事業

人権啓発の推進

ＬＧＢＴ施策の推進
2 人権学習の推進 人権学習の推進

2 平和意識の高揚 1 平和啓発活動の推進 平和啓発推進事業費

1 男女共同参画の推進 男女共同参画の推進

2 男女共同参画センターの機能充実 男女共同参画センター管理運営事業
2 自由な選択の下での女性

のエンパワメント
1 女性活躍の推進 男女共同参画センター講座の開催

「学生まちづくりＬａｂ」

環びわ湖大学・地域コンソーシアムが実施する地域連携事業への
参画

2 「農」「食」など新設学部と
の連携

1 大学と連携した農業分野の開拓 ６次産業化・地産地消推進協議会事業（施策17、34で重複）

17 大学連携の推進 1 大学との連携によるまちづ
くりの推進

1 大学との協力関係の拡充

16 女性が活躍する
社会の実現

1 男女共同参画社会づくり

1 人権意識の高揚15 人権の尊重と平
和社会の実現

1 人権啓発の推進

14 市民活動と協働
の推進

13 青少年の健全育
成

1 子ども・若者の健やかな育
成

3 地域コミュニティ組織の支援

2 協働のまちづくり
2 協働推進体制の充実

1 市民活動の推進によるコ
ミュニティの充実

12 生涯学習の推進 1 生涯にわたって学べる環
境づくり

2 図書館機能充実事業 子ども読書活動の推進

2 地域人材の育成 1 学習機会の充実

1 家庭における教育の支援

11 学校給食を始め
とする食育の推
進

1 学校給食の推進

2 生涯にわたる食育の推進

2 学校給食を活用した食育の推進

3 食品の安全性の確保 1 食品の安全・安心の確保

10 保健衛生の確保 1 健康危機管理対策の推進 1

4 がん対策の推進

2 地域医療の充実 1 地域医療充実事業

健康づくり活動の促進

2 感染症などの健康被害の
発生防止

1 生活衛生関係営業施設の自主衛生管理の推進

3 福祉施設等の感染症まん延防止

健康危機管理に対応する検査の推進

9 健康増進と地域
医療の充実

1
2 難病の患者への支援

3 いのちをつなぐ支援の推進

在宅医療連携拠点の整備及び機能強化（施策6、9で重複）

在宅医療・介護連携の推進（施策6、9で重複）

在宅療養・看取りに関する市民啓発（施策6、9で重複）
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番号 事務事業名称
総合
評価

施策へ
の貢献

度

除外
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◎ ○ △ × 部局名 所属名
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総合評価（事業数）

担当課事務事業 評価 主な
取組
事業
の数

86 健康おおつ２１推進事業 ○ ○ 健康保険部 保健総務課
87 難病患者地域支援対策推進事業（施策9で重複） ◎ ◎ 健康保険部 保健予防課
87 難病患者地域支援対策推進事業（施策9で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 保健予防課

87 難病患者地域支援対策推進事業（施策9で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 保健予防課

88 精神保健福祉事業（施策9で重複） ◎ ◎ 健康保険部 保健予防課
88 精神保健福祉事業（施策9で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 保健予防課

88 精神保健福祉事業（施策9で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 保健予防課

89 がん対策推進事業 ◎ ◎ 健康保険部 健康推進課
90 がん検診推進事業 ○ ◎ 健康保険部 健康推進課
64 地域医療推進事業（施策6、9で重複） ◎ ◎ 健康保険部 地域医療政策課
91 医療確保対策事業

市立大津市民病院運営費負担金
◎ ◎ 健康保険部 地域医療政策課

63 在宅医療・介護連携事業（施策6、9で重複） ○ ◎ 健康保険部 地域医療政策課
64 地域医療推進事業（施策6、9で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 地域医療政策課

63 在宅医療・介護連携事業（施策6、9で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 地域医療政策課

64 地域医療推進事業（施策6、9で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 地域医療政策課

63 在宅医療・介護連携事業（施策6、9で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 地域医療政策課

64 地域医療推進事業（施策6、9で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 地域医療政策課

92 検査施設管理運営事業 ◎ ◎ 健康保険部 衛生課
93 衛生検査事業 ◎ ◎ 健康保険部 衛生課
94 環境検査事業 ◎ ◎ 健康保険部 衛生課
95 健康危機管理体制整備事業 ○ ◎ 健康保険部 保健総務課
96 生活衛生監視指導事業 ○ ◎ 健康保険部 衛生課
97 生活衛生啓発事業 ○ ◎ 健康保険部 衛生課
98 食品衛生啓発事業（施策10で重複） ○ ◎ 健康保険部 衛生課
99 感染症予防事業（施策10で重複） ◎ ◎ 健康保険部 保健予防課
99 感染症予防事業（施策10で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 保健予防課

99 感染症予防事業（施策10で重複）
- -

施策内
重複

健康保険部 保健予防課

98 食品衛生啓発事業（施策10で重複） - -
施策内
重複

健康保険部 衛生課

100 食品衛生自主管理推進事業 ○ ◎ 健康保険部 衛生課
101 食品衛生監視指導事業 ◎ ◎ 健康保険部 衛生課
102 東部学校給食共同調理場整備・運営事業 ◎ ◎ 教育委員会 学校給食課
103 学校給食総務事業（施策11で重複） ◎ ◎ 教育委員会 学校給食課
103 学校給食総務事業（施策11で重複） - -

施策内
重複

教育委員会 学校給食課

104 食環境整備事業 ○ ◎ 健康保険部 衛生課
105 食育推進事業 ○ ◎ 健康保険部 健康推進課
106 家庭・地域教育推進事業 ○ ○ 教育委員会 生涯学習課
107 生涯学習推進事業（施策12で重複） ○ ◎ 教育委員会 生涯学習課
108 図書館運営維持管理事業 ◎ ◎ 教育委員会 図書館
109 北図書館運営維持管理事業 ○ ◎ 教育委員会 北図書館
110 和邇図書館運営維持管理事業 ◎ ◎ 教育委員会 和邇図書館
111 図書資料整備事業 ◎ ◎ 教育委員会 図書館
107 生涯学習推進事業（施策12で重複） - -

施策内
重複

教育委員会 生涯学習課

112 おおつ学推進事業 ◎ ◎ 教育委員会 生涯学習課
113 青少年健全育成事業

◎ ◎ 市民部 文化・青少年課

114 子ども・若者育成支援推進事業

◎ ◎ 市民部 文化・青少年課

115 協働のまちづくり推進事業（施策14で重複）
◎ ◎ 市民部 協働のまちづくり推進室

116 市民活動センターの機能の充実 ○ ○ 市民部 協働のまちづくり推進室
117 自治会育成事業 ◎ ◎ 市民部 自治協働課
118 まちづくり協議会設立運営支援事業 ◎ ◎ 市民部 協働のまちづくり推進室
119 公園愛護会管理運営事業 △ ◎ 都市計画部 公園緑地課
115 協働のまちづくり推進事業（施策14で重複） - -

施策内
重複

市民部 協働のまちづくり推進室

115 協働のまちづくり推進事業（施策14で重複） - -
施策内
重複

市民部 協働のまちづくり推進室

120 人権啓発推進事業
◎ ◎ 政策調整部 人権・男女共同参画課

24 男女共同参画推進事業（施策2、15、16で重複） ◎ ◎ 政策調整部 人権・男女共同参画課
121 人権・生涯学習推進事業 ○ ○ 教育委員会 生涯学習課
122 平和啓発推進事業

◎ ◎ 総務部 総務課

24 男女共同参画推進事業（施策2、15、16で重複）
◎ ◎ 政策調整部 人権・男女共同参画課

123 男女共同参画センター管理運営事業 ◎ ◎ 政策調整部 人権・男女共同参画課
124 男女共同参画センター管理運営事業

◎ ◎ 政策調整部 人権・男女共同参画課

125 大学連携関連事業（施策17で重複）
◎ ◎ 政策調整部 企画調整課

125 大学連携関連事業（施策17で重複） - -
施策内
重複

政策調整部 企画調整課

126 地産地消推進事業（施策17、34で重複）
○ ○ 産業観光部 農林水産課

2 1 1 0 0

0 0

0

3 3 0

4 3 1 0

2 2 0 0 0

1 05 3 1

4 2 2

07 4 3 0

5 0 010 5

0 0

8 5 3 0 0

58



施策 視点

番号 施策 番号 視点
主な取組

主な取組以外<他>
主な取組における主要事業

（主な取組以外の事業を含む）

北部保養所の規制緩和・誘致

来訪者の受入体制整備
観光資源となる文化財等への支援
大津駅観光案内所管理運営業務
認定通訳ガイド育成事業への参画
琵琶湖疏水通船事業

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」を契機とした観光振興事業

2 インバウンド観光への情報
発信

1 インバウンド事業の推進 ＭＩＣＥ推進事業

国内プロモーション事業

ICT（ホームページ、フェイスブック、インスタグラム等）による情報発
信
国際スポーツ大会等招致事業（施策18、24で重複）
スポーツイベント・大会などの誘致

国際文化理解教室開催事業

姉妹・友好都市等からの訪問団等受入れ事業

行政文書翻訳・通訳サポーター制度実施事業
関係団体との共催による多文化共生推進事業の実施

外国籍市民向け「くらしのガイド」の発行

環境美化推進事業（水草除去の推進）

環境保全市民啓発推進
2 下水道未整備地区の整備 汚水管渠の整備ほか
3 水辺における生活環境の改善 瀬田浦クリーク水質浄化事業ほか
4  雨水貯留浸透施設の設置促進 雨水貯留浸透施設の設置助成

森林病害虫防除事業
里山防災・緩衝帯整備事業

放置林防止対策境界明確化事業

間伐促進等森林整備事業
2 水辺空間の改築・保全 大津湖岸なぎさ公園園路舗装改修事業

大津駅前公園再整備
皇子山総合運動公園陸上競技場改修事業

都市公園機能配置適正化及び児童遊園地のあり方検討事業（施策
20、38で重複）

都市公園機能配置適正化及び児童遊園地のあり方検討事業（施策
20、38で重複）

若葉台地先公園整備事業
3 環境監視及び規制 1 環境監視の強化・充実 公害監視調査事業

環境人育成事業

ふるさと体験学習事業
森林環境学習「やまのこ」事業
主催研修事業

2 環境情報の収集・蓄積・発
信

1 環境情報の収集・蓄積・発信 環境情報システム整備事業
1 未指定文化財の指定 文化財指定推進事業

2 指定文化財などの保存修理 文化財保存修理等補助事業
地域交流による大津市の歴史・文化資産の調査収集
個性あふれる地域の魅力に焦点を当てた、タイムリーな展覧会の
開催

幅広い年代層を対象とした「れきはく講座」の開催と地域への講師
派遣

インターネット等による歴史・文化情報の発信
2 総合学習等の推進・支援 総合学習推進・支援事業

3 歴史・文化の学習機会の充実 埋蔵文化財調査センター管理運営事業
4 地域との協働による自然・歴史・文化の魅力の発

掘・情報発信
歴史文化基本構想の取り組みの推進

草津市と連携した景観施策の推進

景観計画及び同ガイドラインに基づく規制誘導
2 独自性のある屋外広告物施策の推進 大津市優良屋外広告物顕彰制度
3 伝統的建造物群保存地区の保存 伝統的建造物群保存対策推進事業
4 歴史と文化を活かしたまちづくりの推進事業 大津市歴史的風致維持向上計画策定

1 生涯スポーツの普及・振興 1 生涯スポーツの推進 生涯スポーツをけん引する指導者の育成・充実

社会体育団体の発展・支援
競技スポーツの推進
国際スポーツ大会等招致事業（施策18、24で重複）

1 市民による文化・芸術の振興 回遊型コラボレーション事業（文化イベントの同時開催）25 文化・芸術に親
しめる環境づく
り

1 文化・芸術の感動・創造・
交流

2 競技スポーツの推進 2 地域のスポーツ活動の推進 総合型地域スポーツクラブの発展・支援
24 スポーツの普

及・振興

1 都市の発展と調和した景観形成23 湖都にふさわし
い景観づくり

1 次代に引き継ぐ景観づくり

2 歴史に関する情報発信 1 歴史博物館機能の充実

22 歴史・文化遺産
の保全・発信

1 歴史・文化遺産の保全

1 環境人の育成21 環境教育の推進 1 「環境人」育成の推進

20 琵琶湖を始めと
する自然環境の
保全

姉妹都市・友好都市等との交流の推進

2 里地里山等の保全・再生 1 多面的機能をもつ森林づくり

3 公園施設の修繕・改築

4

1 水環境の保全・再生 1 環境保全活動の推進

公園等の充実

19 多文化共生・国
際交流の推進

1 国際交流の推進 1

2 多文化共生社会への取組 1 多文化共生の推進

1

3 広域観光プロモーションの
充実

1

4 スポーツ観光の推進 1 大津市の特長を活かしたスポーツの推進

18 来訪者の受入れ体制整備

情報の収集、分析及び発信

オンリーワンを
活かした国内外
からの誘客の推
進

1 オンリーワンを活かす着地
型観光の推進
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番号 事務事業名称
総合
評価

施策へ
の貢献

度

除外
理由

◎ ○ △ × 部局名 所属名

主な取組事業の
総合評価（事業数）

担当課事務事業 評価 主な
取組
事業
の数

127 観光交流推進事業（施策18で重複） △ ◎ 産業観光部 観光振興課
128 観光振興事業 ◎ ○ 産業観光部 観光振興課
129 文化観光振興等助成事業 ◎ ◎ 産業観光部 観光振興課
130 観光案内所管理運営事業 ◎ ○ 産業観光部 観光振興課
131 インバウンド国際観光推進事業 ○ ○ 産業観光部 観光振興課
127 観光交流推進事業（施策18で重複） - -

施策内
重複

産業観光部 観光振興課

127 観光交流推進事業（施策18で重複） - -
施策内
重複

産業観光部 観光振興課

132 ＭＩＣＥ推進事業
◎ ◎ 産業観光部 MICE推進室

127 観光交流推進事業（施策18で重複） - -
施策内
重複

産業観光部 観光振興課

127 観光交流推進事業（施策18で重複） - -
施策内
重複

産業観光部 観光振興課

133 国際スポーツ大会等招致事業（施策18、24で重複） ◎ ◎ 市民部 スポーツ課
134 各種全国体育大会等共催負担及び補助事業（施策

18、24で重複）
◎ ◎ 市民部 スポーツ課

135 国際親善推進事業（施策19で重複） ◎ ◎ 産業観光部 MICE推進室
135 国際親善推進事業（施策19で重複） - -

施策内
重複

産業観光部 MICE推進室

136 多文化共生推進事業（施策19で重複） ◎ ○ 産業観光部 MICE推進室
136 多文化共生推進事業（施策19で重複） - -

施策内
重複

産業観光部 MICE推進室

136 多文化共生推進事業（施策19で重複） - -
施策内
重複

産業観光部 MICE推進室

137 環境保全対策推進事業 ◎ ◎ 環境部 環境政策課
138 環境保全市民運動推進事業 ◎ ◎ 環境部 環境政策課
139 汚水管渠の整備ほか ◎ ◎ 企業局 下水道整備課
140 瀬田浦クリーク水質浄化事業ほか ◎ ◎ 企業局 下水道整備課
141 雨水貯留浸透施設の設置助成 ○ ◎ 企業局 下水道施設課
142 林業振興事業（施策20で重複） ◎ ◎ 産業観光部 農林水産課
142 林業振興事業（施策20で重複） - -

施策内
重複

産業観光部 農林水産課

142 林業振興事業（施策20で重複） - -
施策内
重複

産業観光部 農林水産課

143 間伐促進等森林整備事業 ○ ○ 産業観光部 農林水産課
144 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 ◎ ◎ 都市計画部 公園緑地課
145 都市公園施設改良事業（施策20、30で重複） ◎ ◎ 都市計画部 公園緑地課
145 都市公園施設改良事業（施策20、30で重複） - -

施策内
重複

都市計画部 公園緑地課

146 児童遊園地維持管理事業（施策20、38で重複）
△ ○ 都市計画部 公園緑地課

54 都市公園緑地施設等維持管理事業（施策6、20、38で
重複） △ ○ 都市計画部 公園緑地課

147 身近な公園緑地整備事業 ◎ ◎ 都市計画部 公園緑地課
148 公害監視調査事業 ◎ ◎ 環境部 環境政策課
149 環境人育成事業 ◎ ◎ 環境部 環境政策課
150 ふるさと体験学習事業 ○ ○ 教育委員会 葛川少年自然の家
151 森林環境学習「やまのこ」事業 ○ ◎ 教育委員会 葛川少年自然の家
152 研修事業 ◎ ○ 教育委員会 葛川少年自然の家
153 環境情報システム整備事業 ◎ ◎ 環境部 環境政策課
154 文化財指定推進事業 ◎ ◎ 教育委員会 文化財保護課
155 文化財保存修理等補助事業 ◎ ◎ 教育委員会 文化財保護課
156 歴史博物館資料調査・収集事業 ◎ ◎ 教育委員会 歴史博物館
157 博物館企画展示事業

◎ ◎ 教育委員会 歴史博物館

158 博物館普及啓発事業（施策22で重複）
◎ ◎ 教育委員会 歴史博物館

159 博物館管理運営事業 ◎ ◎ 教育委員会 歴史博物館
158 博物館普及啓発事業（施策22で重複） - -

施策内
重複

教育委員会 歴史博物館

160 埋蔵文化財調査センター管理運営事業 ◎ ◎ 教育委員会 文化財保護課
161 文化財管理運営事業

◎ ◎ 教育委員会 文化財保護課

162 都市景観施策促進事業 ◎ ◎ 都市計画部 都市計画課
163 都市景観形成推進事業 ◎ ◎ 都市計画部 都市計画課
164 屋外広告物景観推進事業 △ ◎ 都市計画部 都市計画課
165 伝統的建造物群保存対策推進事業 ◎ ◎ 教育委員会 文化財保護課
166 歴史的資源を活かしたまちづくり推進事業 ◎ ◎ 都市計画部 都市魅力づくり推進課
167 スポーツ推進委員設置事業 ◎ ◎ 市民部 スポーツ課
168 体育団体等活動助成事業 ◎ ◎ 市民部 スポーツ課
134 各種全国体育大会等共催負担及び補助事業（施策

18、24で重複） ◎ ◎ 市民部 スポーツ課

169 市民体育大会等開催助成事業 ○ ○ 市民部 スポーツ課
170 大津市体育協会運営助成事業 ○ ◎ 市民部 スポーツ課
171 各種全国大会等出場激励事業 ◎ ◎ 市民部 スポーツ課
133 国際スポーツ大会等招致事業（施策18、24で重複） ◎ ◎ 市民部 スポーツ課
172 市展・文化祭・写真展等事業

◎ ◎ 市民部 文化・青少年課

173 文化振興事業 ◎ ◎ 市民部 文化・青少年課

0 02 2 0

0 0

0

7 5 2

5 4 0 1

0 0 0

02 0

8

5 3

8

2 2

2 2 013 9

0 0 0

8 6 1 1 0
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施策 視点

番号 施策 番号 視点
主な取組

主な取組以外<他>
主な取組における主要事業

（主な取組以外の事業を含む）

1 既存民間建築物の耐震対策の充実 耐震改修促進事業

2 急傾斜地崩壊防止対策の推進 急傾斜地における防災工事の実施等
河川改修事業（市管理河川の改修等）
市管理河川の改修等
県管理河川の整備促進要望

4 地すべり防止対策の促進を要望 地すべり防止施設の清掃、区域内パトロールの実施
5 浸水対策事業の推進（雨水渠） 雨水渠施設の整備
6 ため池の保全事業 農業用ため池ハザードマップ作成及びため池整備による防災対策

の推進

8 消防防災施設の整備充実 消防署等の的確な維持管理
災害時要支援者対策事業
防災士の養成
ハザードマップ・カルテの更新
市総合防災訓練の実施
地域防災訓練への支援
非常食の確保

3 自主防災活動の活性化 自主防災活動の活性化
4 消防団を中核とした地域防災力の向上 消防団車両及び消防団資機材の更新
7 大津市原子力災害避難計画の充実 大津市原子力災害避難計画の充実

大津市総合防災情報システムの運用
防災メール利用促進
防災アプリ利用促進
防災行政無線の適正管理
滋賀県自治体情報セキュリティクラウドの利用

1 防犯活動の強化 1 地域ぐるみの防犯体制の推進 防犯団体等活動支援、防犯カメラ設置

2 交通安全のまちづくり 1 交通安全意識の啓発 交通安全活動支援、交通安全教育（交通安全カンガルー教室等）
消費生活相談窓口の充実
消費者トラブルの未然防止と被害拡大の防止に向けた啓発

1 消防力の整備指針に基づく消防活動体制の強化 消防各部門に適応した人材の育成

3 火災予防体制の充実強化 火災予防体制の充実強化
4 耐震性貯水槽の設置による防災基盤の整備 耐震性貯水槽の設置による防災基盤の整備

2 救急救命体制の充実 1 救急高度化推進事業 救急高度化推進事業
1 安心・安全で快適な都市ガスのあるまちづくり ガス導管の整備

2 下水道施設の延命化による効率的な施設更新 処理場・中継ポンプ場・管渠の調査及び改築更新

3 水需要の減少に対応した水道システムの再構築 水需要の減少に対応した水道システムの構築に関する事業

4 下水処理施設の改築更新 下水処理施設の再構築事業
5 官民連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）制度の活用 ガス事業におけるコンセッション方式活用に関する事業
1 浄水場間を結ぶ連絡管の整備 連絡幹線整備事業（におの浜一丁目ほか）
2 地震に強い水道施設の構築 老朽鋳鉄管布設替事業
3 地震に強い下水道施設の構築 地震に強い下水道施設の構築に関する事業

4 地震に強いガス導管の整備 ガス導管の耐震化の推進
中心市街地活性化事業（中央大通り活性化）

中心市街地活性化事業（宿場町構想）

ランニングステーション本格実施（サップやサップヨガなど多目的活
用）

1 大津駅西第一土地区画整理事業 大津駅西第一土地区画整理事業
3 コンパクトな都市構造の構築 大津市立地適正化計画策定

公共輸送対策推進事業（大津市地域公共交通活性化協議会への
負担経費ほか）

ＭａａＳとオンデマンドモビリティサービス

自動運転実証実験

ライドシェア

地域公共交通計画

鉄道駅前広場の検討
2 ＪＲ膳所駅の改修とバリアフリー化 膳所駅周辺整備推進事業

地域幹線道路整備事業 （市道幹２０２８号線）
都市計画道路等の地域幹線道路の効果的･効率的整備（都市計画
道路3.4.9号馬場皇子が丘線（北国町工区））

都市計画道路等の地域幹線道路の効果的･効率的整備（都市計画
道路３．４．４６号比叡辻日吉線）

新名神高速道路の整備促進要望
新名神大津SIC（仮称）等利活用による地域活性化の検討

国道1号バイパス(大津～京都間)の早期計画策定要望
国道161号の整備促進要望
国道477号の整備促進要望
唐橋周辺の渋滞緩和対策の促進要望
国及び県管理の広域幹線道路の整備促進要望

3 安心して通行できるバリア
フリー化の推進

1 駅のバリアフリー化推進 駅のバリアフリー化推進事業

26 災害に強いまち
づくりの推進

3 洪水浸水対策の推進

2 地域防災力の向上 1 地域防災計画・水防計画の充実

3 災害への情報基盤の整備 1

1 災害に対するまちの安全
性の確保

情報通信基盤の整備

2 情報通信機器等の整備充実 高機能消防指令システムの更新整備

5 消防活動体制の基盤整備

28 消防・救急体制
の充実

1 消防力の充実

消防車両及び消防資機材の更新

消防活動体制の確立

3 消費者トラブルへの対応 1 安心、安全な消費生活の推進

27 防犯力の向上と
生活安全の推進

ライフラインの
確保

1 ライフラインの維持管理

30 都心エリアの再
生と地域形成

公共交通ネット
ワークの再構築

コンパクトなまちづくりと連携した公共交通ネット
ワークの確立

29

31

2 災害時におけるライフライ
ンの確保

なぎさ公園おまつり広場インフラ整備工事（なぎさ公園周辺魅力向
上プロジェクト）

2 整った公共交通網を活か
す拠点整備

1 都心エリアの再生 1 都心エリアのにぎわい創出

1 地域公共交通ネットワーク
の再構築

1

2 広域公共交通ネットワーク
の維持

1 地域幹線道路の整備

2 広域幹線道路等の整備促進要望
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番号 事務事業名称
総合
評価

施策へ
の貢献

度

除外
理由

◎ ○ △ × 部局名 所属名

主な取組事業の
総合評価（事業数）

担当課事務事業 評価 主な
取組
事業
の数

174 耐震改修促進事業 ◎ ◎ 都市計画部 建築指導課
175 県営工事負担金 ◎ ◎ 建設部 地域交通政策課
176 河川改修事業（一般） ◎ ◎ 建設部 道路・河川管理課
177 防災・安全交付金事業（河川）

◎ ◎ 建設部 道路・河川管理課

178 地すべり防止事業 ◎ ◎ 産業観光部 田園づくり振興課
179 雨水渠施設の整備 ◎ ◎ 企業局 下水道整備課
180 水辺空間保全支援事業

◎ ◎ 産業観光部 田園づくり振興課

181 消防施設維持補修事業 ◎ ◎ 消防局 消防総務課
182 災害時要支援者対策事業 ◎ ◎ 健康保険部 長寿政策課
183 緊急防災対策推進事業（施策26で重複）

○ ◎ 総務部 危機・防災対策課

183 緊急防災対策推進事業（施策26で重複）
- -

施策内
重複

総務部 危機・防災対策課

184 防災事業 ◎ ◎ 総務部 危機・防災対策課
185 自主防災組織等育成事業 ◎ ◎ 消防局 予防課
186 団消防車両等整備事業 ◎ ◎ 消防局 消防総務課
183 緊急防災対策推進事業（施策26で重複） - -

施策内
重複

総務部 危機・防災対策課

187 情報通信基盤整備事業
◎ ◎ 総務部 危機・防災対策課

188 防災行政無線管理事業 ◎ ◎ 総務部 危機・防災対策課
189 電子市役所推進事業（施策26、38で重複） ◎ ◎ 政策調整部 情報システム課
190 防犯推進事業 ◎ ◎ 市民部 自治協働課
191 交通安全推進事業 ◎ ◎ 市民部 自治協働課
192 消費生活相談事業 ◎ ◎ 市民部 消費生活センター
193 消費者啓発事業 ○ ◎ 市民部 消費生活センター
194 本部消防活動事業 ◎ ◎ 消防局 消防総務課
195 通信指令業務事業 ◎ ◎ 消防局 通信指令課
196 通信機器等整備事業 ◎ ◎ 消防局 通信指令課
197 消防音楽隊事業 ◎ ◎ 消防局 予防課
198 消防水利施設整備事業 ◎ ◎ 消防局 警防課
199 消防車両等整備事業 ◎ ◎ 消防局 警防課
200 消防車両等維持管理事業 ◎ ◎ 消防局 警防課
201 特殊災害活動体制整備事業 ◎ ◎ 消防局 警防課
202 大規模災害活動対応事業 ◎ ◎ 消防局 警防課
203 消防救急救助業務事業 ◎ ◎ 消防局 警防課
204 救急高度化推進事業 ◎ ◎ 消防局 救急高度化推進室
205 ガス導管の整備 ○ ◎ 企業局 水道ガス整備課
206 処理場・中継ポンプ場・管渠の改築更新

○ ◎ 企業局
下水道整備課
水再生センター

207 水需要の減少に対応した水道システムの構築に関す
る事業 ◎ ◎ 企業局 水道ガス整備課

208 下水処理施設の再構築事業 ◎ ◎ 企業局 下水道整備課
209 ガス事業におけるコンセッション方式活用に関する事

業
◎ ◎ 企業局 企業総務課経営戦略室

210 連絡幹線整備事業（におの浜ほか） ◎ ◎ 企業局 水道ガス整備課
211 老朽鋳鉄管布設替事業 ◎ ◎ 企業局 水道ガス整備課
212 地震に強い下水道施設の構築に関する事業

○ ◎ 企業局
下水道整備課
水再生センター

213 ガス導管の耐震化の推進 ◎ ◎ 企業局 水道ガス改良課
214 都市再生活動促進事業（施策30で重複） ◎ ◎ 都市計画部 都市魅力づくり推進課
214 都市再生活動促進事業（施策30で重複） - -

施策内
重複

都市計画部 都市魅力づくり推進課

145 都市公園施設改良事業（施策20、30で重複） ◎ ◎ 都市計画部 公園緑地課
214 都市再生活動促進事業（施策30で重複） - -

施策内
重複

都市計画部 公園緑地課

214 都市再生活動促進事業（施策30で重複） - -
施策内
重複

都市計画部 公園緑地課

215 大津駅西第Ⅰ土地区画整理事業 ◎ ◎ 都市計画部 市街地整備課
216 都市計画施策調整事業 ◎ ◎ 都市計画部 都市計画課
217 公共輸送対策推進事業（施策31で重複）

○ ○ 建設部 地域交通政策課

217 公共輸送対策推進事業（施策31で重複） - -
施策内
重複

建設部 地域交通政策課

217 公共輸送対策推進事業（施策31で重複） - -
施策内
重複

建設部 地域交通政策課

217 公共輸送対策推進事業（施策31で重複） - -
施策内
重複

建設部 地域交通政策課

217 公共輸送対策推進事業（施策31で重複） - -
施策内
重複

建設部 地域交通政策課

218 道路新設改良事業（一般） ○ ◎ 建設部 道路建設課
219 膳所駅周辺整備推進事業 ○ ◎ 都市計画部 市街地整備課
220 （国補）市道幹２０２８号線道路改良事業 ◎ ◎ 建設部 道路建設課
221 都市計画道路３．４．９号馬場皇子が丘線（北国工区）

○ ◎ 建設部 道路建設課

222 都市計画道路３．４．４６号比叡辻日吉線
◎ ◎ 建設部 道路建設課

223 新名神高速道路関連調整事務事業（施策31で重複） ◎ ◎ 建設部 広域事業課
223 新名神高速道路関連調整事務事業（施策31で重複） - -

施策内
重複

建設部 広域事業課

224 広域道路事業調整事業

◎ ◎ 建設部 広域事業課

225 駅のバリアフリー化推進事業
◎ ◎ 建設部 地域交通政策課

05 09

0 0

0 0 04 4

11 11 0

9 6 3

4

04 3

0 0

16 15 1 0

1 0

0
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施策 視点

番号 施策 番号 視点
主な取組

主な取組以外<他>
主な取組における主要事業

（主な取組以外の事業を含む）

1 市営住宅の適正な維持管
理のマネジメント

1 持続可能な住宅セーフティネットの構築 住宅管理事業

2 空き家対策と有効活用 1 空き家対策事業 空家等対策事業
動物愛護啓発イベント（ドッグラン等）
飼い方講習会、しつけ方教室開催、犬猫譲渡の推進

2 犬猫に係る生活環境問題対策の推進 地域猫活動支援事業の推進
民間事業者工業用地整備事業

企業立地活性化事業

女性の起業創業支援関連事業
インキュベーション施設賃借料補助事業

商業地魅力アップ支援事業
空き店舗再生支援事業（継続分）
商店街基盤整備事業

2 中小企業の振興による地域の活性化 中小企業振興計画関連事業
水産関係団体及び水産事業支援

漁港・舟だまり等施設管理
2 農業生産基盤の整備促進 ほ場整備事業

地産地消推進事業
活力あるむらづくり推進事業
遊休農地解消対策事業
たんぼのこ体験事業
病害虫防除事業
６次産業化・地産地消推進協議会事業（施策17、34で重複）

1 求職者ニーズに応じた就職支援 移動労働相談事業

2 若年無業者等の就労支援事業 若者の就労支援事業

育児休業・育児休暇の取得推進等に熱心な企業の表彰事業
他 勤労福祉センター管理運営事業

地球温暖化防止活動推進事業

再生可能エネルギーの利用促進

2 市役所の環境負荷低減の推進 エコ市役所推進事業

3 廃棄物処理に際し発生するエネルギーを活用し
た発電の実施

中間処理施設整備事業（施策36、37で重複）

4 下水汚泥の有効利用 下水汚泥燃料化事業（流域下水汚泥処理事業）
ごみ減量と資源化推進事業ｆｏｒＳＤＧｓ12

ごみ出し支援戸別収集サービス事業（施策6、37で重複）
1 一般廃棄物処理施設の整備 中間処理施設整備事業（施策36、37で重複）
2 し尿浄化槽汚泥処理施設再編事業 し尿処理施設の再編
3 ＰＣＢ廃棄物早期処理対策事業 PCB廃棄物早期処理対策事業

土砂埋立て監視・調査事業
不法投棄監視の強化
不法投棄不適正処理周辺環境調査

1 財政の健全化 中期財政フレームの策定

4 自主財源の確保 市有財産有効活用推進事業
決裁事務の効率化
ＡＩ・ＲＰＡ等新たな情報技術の導入
ＩＴを活用した保育所等入所事務の効率化と利便性向上（施策1、38
で重複）
市民参加による事業レビュー（事業評価）実施事業
長時間勤務削減事業

都市公園機能配置適正化及び児童遊園地のあり方検討事業（施策
20、38で重複）
近江神宮外苑公園指定管理

会計管理業務の民間委託
民間委託の推進

2 規制改革 規制緩和の推進

他 個人番号カード交付事業

市営住宅ストック総合改善事業
大津市住宅マネジメント計画に基づく実施計画の推進
住宅整理促進事業

3 市立幼稚園の規模適正化（施策1、39で重複） 市立幼稚園の適正規模の確保に向けた再編（施策1、39で重複）
5 市民センター機能の見直し 公民館の自主運営試行事業
6 公共インフラ施設マネジメントの推進 AI機能搭載公用車による路面損傷調査

1 知る権利を尊重した情報
公開の推進

1 情報公開の推進 情報公開制度等推進事業

1 地域情報発信の充実 使いやすく親しみのあるホームページの運用
2 市政広報活動の充実 市政情報の効率的かつ効果的な発信

コールセンターの管理運営
「市民の声」の実施

2 オープンデータ等による市
政情報の発信

3 広聴の充実と対話の推進

40 開かれた市政の
推進

行財政改革の強
化と持続可能な
都市経営 5 行政運営の効率化

6 事業の見直し・廃止

9 地方公営企業会計等の経営改革 駐車場事業の適正化

1 民間活力の利用

2 住宅マネジメント計画に基づく住宅のマネジメント

1 公共施設等の適正化 1 公共施設マネジメントの推進 公共施設マネジメント推進事業39 公共施設マネジ
メントの推進

2 適正処理の推進

3 土砂等の埋立て規制の強
化

1 不法投棄防止の推進

1 ごみの減量と再資源化の推進

1 行財政改革と効率的な行
財政運営の継続

2 民間活用の推進

38

37 循環型社会の推
進と土砂等の埋
立て規制の強化

1 ごみの減量と再資源化

1 再生可能エネルギーを活
用したまちづくり

1 再生可能エネルギーの利用促進36 再生可能エネル
ギーの活用

2 働き方の改革 1 働きやすい職場環境づくりの推進 労働者対策事業

1 就労の確保

34 農林水産業の活
性化

1 大津の特性を活かした農
林水産業の振興

35 就労支援と働き
方の見直し

企業立地の促進

2 地域産業の継承

1 漁業の振興

2 地産地消の推進 1 農業の活性化

33 商工業の振興

住環境の整備32

2 起業家支援と産学官ネットワークの拡充

1 商工業のにぎわいの創出事業

1 新産業の創出、創業支援 1

3 動物愛護の推進 1 動物愛護の推進
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番号 事務事業名称
総合
評価

施策へ
の貢献

度

除外
理由

◎ ○ △ × 部局名 所属名

主な取組事業の
総合評価（事業数）

担当課事務事業 評価 主な
取組
事業
の数

226 住宅管理事業
◎ ◎ 都市計画部 住宅課

227 空家等対策事業 ◎ ◎ 都市計画部 空家対策推進室
228 動物愛護管理事業（施策32で重複） ◎ ◎ 健康保険部 動物愛護センター
228 動物愛護管理事業（施策32で重複） - -

施策内
重複

健康保険部 動物愛護センター

229 地域猫活動支援事業 ◎ ◎ 健康保険部 動物愛護センター
230 企業立地活性化事業（施策33で重複） ◎ ◎ 産業観光部 商工労働政策課
230 企業立地活性化事業（施策33で重複） - -

施策内
重複

産業観光部 商工労働政策課

231 産学官ネットワーク事業（施策33で重複） ◎ ◎ 産業観光部 商工労働政策課
231 産学官ネットワーク事業（施策33で重複） - -

施策内
重複

産業観光部 商工労働政策課

232 商店街活き活き対策事業
◎ ◎ 産業観光部 商工労働政策課

233 商店街基盤整備事業 ◎ ◎ 産業観光部 商工労働政策課
234 商工業振興施策推進事業 ○ ◎ 産業観光部 商工労働政策課
235 水産業振興事業 ○ ○ 産業観光部 農林水産課
236 漁港等水産施設管理事業 ○ ◎ 産業観光部 農林水産課
237 ほ場整備事業 ◎ ◎ 産業観光部 田園づくり振興課
126 地産地消推進事業（施策17、34で重複） ○ ○ 産業観光部 農林水産課
238 活力あるむらづくり推進事業 ◎ ◎ 産業観光部 農林水産課
239 遊休農地解消対策事業 ◎ ◎ 産業観光部 農林水産課
240 農業体験推進事業 ◎ ◎ 産業観光部 農林水産課
241 一般農政対策事業 ◎ ◎ 産業観光部 農林水産課
126 地産地消推進事業（施策17、34で重複） - -

施策内
重複

産業観光部 農林水産課

242 雇用対策事業（施策35で重複） ◎ ◎ 産業観光部 商工労働政策課
242 雇用対策事業（施策35で重複） - -

施策内
重複

産業観光部 商工労働政策課

243 企業内人権啓発推進事業 ◎ ◎ 産業観光部 商工労働政策課
242 雇用対策事業（施策35で重複） - -

施策内
重複

産業観光部 商工労働政策課

244 労働者福祉対策事業 ◎ ○ 産業観光部 商工労働政策課
245 勤労福祉センター管理運営事業 ◎ ○ 産業観光部 商工労働政策課
246 環境企画推進事業（施策36で重複） ○ ◎ 環境部 環境政策課
246 環境企画推進事業（施策36で重複） - -

施策内
重複

環境部 環境政策課

246 環境企画推進事業（施策36で重複） - -
施策内
重複

環境部 環境政策課

247 中間処理施設整備事業（施策36、37で重複）
◎ ◎ 環境部 施設整備課

248 下水汚泥燃料化事業（流域下水汚泥処理事業） ◎ ◎ 企業局 水再生センター
249 ３R推進事業 ○ ◎ 環境部 廃棄物減量推進課
62 廃棄物適正処理事業（施策6、37で重複） ◎ ◎ 環境部 廃棄物減量推進課
247 中間処理施設整備事業（施策36、37で重複） ◎ ◎ 環境部 施設整備課
250 衛生処理場施設整備事業 ◎ ◎ 環境部 施設管理室衛生プラント
251 産業廃棄物対策事業 ◎ ◎ 環境部 産業廃棄物対策課
252 土砂埋立て等対策事業 ◎ ◎ 環境部 不法投棄対策課
253 廃棄物不適正処理対策事業 ◎ ◎ 環境部 不法投棄対策課
254 不法投棄事案対策事業 ◎ ◎ 環境部 不法投棄対策課
255 財政管理事業 ◎ ◎ 総務部 財政課
256 市有財産有効活用推進事業 ◎ ◎ 総務部 管財課
257 コンプライアンス推進事業 ○ ○ 総務部 行政管理室
189 電子市役所推進事業（施策26、38で重複） ◎ ◎ 政策調整部 情報システム課
14 児童福祉管理事業（施策1、38で重複）

○ ◎ 福祉子ども部 保育幼稚園課

258 行政改革推進事業（施策38で重複） ◎ ◎ 総務部 行政改革推進課
259 職員研修事業 ◎ ◎ 総務部 人事課
260 公共駐車場事業 △ ◎ 建設部 地域交通政策課
261 明日都浜大津公共駐車場事業 △ ○ 建設部 地域交通政策課
262 浜大津公共駐車場事業 △ ○ 建設部 地域交通政策課
146 児童遊園地維持管理事業（施策20、38で重複）

△ ○ 都市計画部 公園緑地課

54 都市公園緑地施設等維持管理事業（施策6、20、38で
重複） △ ○ 都市計画部 公園緑地課

263 会計管理事務事業 △ ◎ 出納室 出納室
258 行政改革推進事業（施策38で重複） - -

施策内
重複

総務部 行政改革推進課

258 行政改革推進事業（施策38で重複） - -
施策内
重複

総務部 行政改革推進課

264 個人番号カード交付事業 ◎ ◎ 市民部 戸籍住民課カード交付推進室
265 建築事務事業 ◎ ◎ 建設部 建築課
266 公共施設マネジメント推進事業 ◎ ◎ 総務部 行政改革推進課
267 公共施設適正管理推進事業 ○ ◎ 建設部 建築課
268 市営住宅ストック総合改善事業 ◎ ◎ 都市計画部 住宅課
269 住宅建設事務事業 ◎ ◎ 都市計画部 住宅課
270 住宅整理促進事業 ◎ ◎ 都市計画部 住宅課
10 幼稚園管理運営事業（施策1、39で重複） ○ ◎ 福祉子ども部 子育て政策課
271 自主運営試行事業 ◎ ◎ 市民部 協働のまちづくり推進室
272 市道路線管理事業 ◎ ◎ 建設部 道路・河川管理課
273 情報公開制度等推進事業

◎ ◎ 政策調整部 市政情報課

274 市政広報事業（施策40で重複） ◎ ◎ 政策調整部 広報課
274 市政広報事業（施策40で重複） - -

施策内
重複

政策調整部 広報課

275 コールセンター管理運営事業 ◎ ◎ 市民部 市民相談室
276 広聴及び市民相談事業 ◎ ◎ 市民部 市民相談室
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