




はじめに 

 

 

笑顔輝き 佐倉 咲く 

みんなで創ろう「健康・安心・未来都市」 

 
 

佐倉市は、人口減少や少子高齢化の進展など、直面する諸課題を乗り越え、「歴史」、「自然」、「文化」と

いう誇るべき特性を活かし、市民が主体となって、さらなるまちの発展を目指すため、令和 2 年度を初年

度とする第５次佐倉市総合計画を策定し、様々な取組を行ってまいりました。 

 

本市を取り巻く社会情勢は刻一刻と変化し続け、前期基本計画の期間は、2019 年度から続いたコロナ禍

による感染防止の観点から、市民のライフスタイルが大きく変化し、非接触型の行政手続や、オンライン

会議の急速な普及など、企業や学校、行政など様々なところでデジタル化が進展した期間でもありました。

人口減少や少子高齢化の進展、近年の気温上昇や台風・大雨などに伴う気候変動への対応、今後大量に更

新時期を迎える公共施設の老朽化対策など、取り組むべき課題は山積しております。 

 

これらの課題を解決する取組を進め、佐倉市が持続可能なまちとなっていくためには、限りある財源を

効果的に配分し、戦略的かつ中長期的に各種施策を展開していく必要がありますことから、今回の基礎調

査結果から明らかになった課題等に対し、中期基本計画（2024 年度～2027 年度）では、「地方創生の取組」

と「気候変動への対応」の２つを重点施策に掲げ、施策を優先的・重点的に実施することにより、本市の課

題解決を図るとともに、計画全体の着実な推進に努めてまいります。 

 

最後に、この計画の策定にあたりご尽力をいただきました佐倉市総合計画審議会委員の方々や、貴重な

ご意見やご提言をいただきました市民の皆さまに、厚く御礼申し上げます。計画の実現に向けて、市民、

議会、行政が手を携え、「オール佐倉」でまちづくりを推進してまいりたいと考えておりますので、今後と

もご協力をお願い申し上げます。 

 
 
 

令和 6 年 3 月 

佐倉市長 西田 三十五 
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１ 中期基本計画策定の趣旨 

佐倉市では、2020 年度から 2031 年度の 12 年間を計画期間とする「第５次佐倉市総合計画」を策定し、

“笑顔輝き 佐倉 咲く みんなで創ろう「健康・安心・未来都市」”を将来都市像に掲げ、総合的かつ

計画的にまちづくりを推進しています。 

この度、2023 年度をもって４年間の前期基本計画の計画期間が満了となることから、令和 6（2024）

年度からの４年間を新たな計画期間とする「第５次佐倉市総合計画中期基本計画」を策定しました。 

策定にあたっては、基本構想に掲げた「将来都市像」と「まちづくりの基本方針」に基づき、近年の

社会状況や佐倉市の抱える課題、前期計画の検証結果等を十分に踏まえた上で、新たな計画の検討を行

いました。 

 
 
 

～基本構想～ 

 
 
 
 

（参考） 

これまでの 総合計画における 将来都市像 

第１次佐倉市総合計画（昭和 49～58 年度） 印旛地区の核となる豊かな文化教育都市 

第２次佐倉市総合計画（昭和 59～平成 12 年度） 活力ある文化都市 

第３次佐倉市総合計画（平成 13～22 年度） 歴史 自然 文化のまち 

第４次佐倉市総合計画（平成 23～31 年度） 
歴史 自然 文化のまち 

 ～「佐倉」への思いをかたちに～ 
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２ 総合計画の構成・計画期間 

（１）構成 

まちづくりのあり方や、各取組の適正性等を体系的に整理するため、「基本構想」、「基本計画」、「実

施計画」の３層構成とします。 

 
 

（２）計画期間 

「基本構想」は 12 年間、「基本計画」は「前期」・「中期」・「後期」の４年間ごと、「実施計画」は３

年間ごとで毎年度事業の見直しを行います。 
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３ 佐倉市の現状 

～豊かな自然と城下町としての歴史に育まれた文化のまち～ 

（１）位置・地勢 

⚫ 佐倉市は、千葉県北部、下総台地の中央部に位置し、都心から約 40km、成田国際空港から約 15km、

千葉市から約 20km の距離にあります。 

⚫ 面積は 103.69 ㎢で、北部は印旛沼に川が注ぎ、西部は首都圏のベッドタウン、東部・南部は農

村地帯が広がる中、工業団地が立地し、緑豊かな自然と都市の利便性をともに享受できるまち

です。 

 

 
  

（印旛沼）

（工業団地）

（ユーカリが丘） （田園風景）
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（２）沿革 

⚫ 市境の北面に位置する印旛沼とその周辺は、かつて“香取の海”と呼ばれる大きな内海の一部

でした。印旛沼とそこに注ぐ鹿島川や手繰川などの河川を背景に育まれた豊かな自然は、原始・

古代の人々に大きな恩恵をもたらし、井野長割遺跡をはじめとする地域の核となる大規模な集

落が形成されました。また、印旛沼を利用した水上交通により、列島各地と交流・交易があっ

たことがうかがわれ、特色ある文化を築き上げました。 

⚫ 市域を南北に伸びる現在の国道 51 号に近いルートは、「古東海道」と呼ばれ、奈良・平安時代

には沿線上に仏教文化が花開いたことが多くの仏教関連の遺跡によって知られています。当時

の佐倉は、都から派遣された多くの役人や技術者の活発な往来がある交通の要衝として栄え、

印旛地域の仏教信仰や政治の中心地として繁栄を迎えました。 

⚫ 鎌倉時代には、鎌倉幕府の成立にともない台頭した千葉氏が市域周辺を支配するようになりま

した。室町時代、関東全域を巻き込んだ享徳の乱がおこると千葉氏は分裂し、戦国の動乱へと

巻き込まれました。戦国時代には、千葉氏は新たな本拠地として本佐倉城を築城し、臼井城で

は二度の大きな合戦がありました。千葉氏の重臣だった原氏は小田原の北条氏と結びつきを強

め勢力を伸ばし、臼井氏に代わって臼井城の城主となりました。 

⚫ 安土・桃山時代、豊臣秀吉によって北条氏が滅ぼされると、これに従っていた千葉氏、原氏は

没落し、代わって関東を支配することになった徳川家康の一門や家臣が佐倉を治めるこことな

りました。その後、家康が全国政権を樹立するなかで、大名や家臣の再配置が行われ、本佐倉

城、臼井城、岩富城といった中世の城館は姿を消しました。 

⚫ これらに代わって、江戸時代、新たな時代にふさわしい城として築城されたのが佐倉城です。

徳川家康・秀忠・家光の３代の将軍に仕えた土井利勝が約７年の歳月をかけて築城し、藩政の

中心となりました。佐倉城は江戸を守る要衝のひとつに数えられ、有力な譜代大名が藩主とな

りました。彼らの多くは老中などの幕府要職を務め、このうち堀田氏が長く藩主を務めたこと

で知られています。佐倉城の築城とともに、武家屋敷や城下町も整備されました。城下には江

戸と成田を結ぶ佐倉道（成田街道）が通り、臼井などの街道沿いには宿場が設けられました。

また、麻賀多神社の神輿渡御をはじめとする地域の祭礼も盛んに行われました。 

⚫ 幕末に藩主を務めた堀田正睦は、幕府の老中を二度務め、藩主としても様々な改革を行いまし

た。正睦は、特に教育に力を入れ、藩校の成徳書院を拡充し蘭学を積極的に取り入れました。

このころ、江戸で活躍していた蘭方医の佐藤泰然によって佐倉に順天堂が開かれ、最先端の医

学教育とその実践が行われ、近代医学の発祥地のひとつに数えられています。 

⚫ 明治時代、廃藩置県により佐倉藩が廃され、佐倉城の建物が取り壊され、陸軍歩兵連隊の兵営

所が設置されました。佐倉連隊は、地域の人々の生活とも結びつき、かつての城下町は連隊の

まちとして賑わいを見せました。一方、最後の佐倉藩主だった堀田正倫は、佐倉を離れていま

したが、産業と教育の振興のため佐倉に戻ることを決意し、邸宅の建設に着手しました。この

時竣工したのが現在の旧堀田邸です。 

⚫ 佐倉連隊は、西南戦争、日清・日露戦争など主要な近代の戦争に参加しました。昭和に入り、満

州事変、日中戦争を経る中で、兵営所は兵士を戦地に送る場となり、郷土部隊としての性格が

薄れていきました。第二次世界大戦末期には、連隊の主力がフィリピンやグアムなどの南方諸

島へ派遣されましたが、壊滅し敗戦を迎えました。 

⚫ 戦後の復興期を経て、昭和 29（1954）年 3 月に、佐倉町、臼井町、志津村、根郷村、弥富村、

和田村の６町村合併により、佐倉市が誕生しました。その後、旭村及び四街道町（当時）の一部

が編入され、私たちの知る佐倉市がほぼ出来上がりました。以降、志津・臼井・千代田地区では

開発が進み、住宅地が発展しました。そして、佐倉順天堂記念館や武家屋敷、旧堀田邸といっ

た歴史的建造物、佐倉市民音楽ホールや佐倉市立美術館、国立歴史民俗博物館、佐倉ふるさと

広場といった文化・観光施設が整備・開館し、佐倉市は歴史文化を明日に伝える都市として広

く知られています。 
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（３）市民憲章、市章、市の花・木 

＜市民憲章（昭和 45年 12月 23日制定）＞ 

 

 
 
 

＜市章（昭和 30年 4月 1日制定）＞ 
 

 
 
 

＜市の花・木（昭和 46年 5月、市民公募により決定）＞ 
 

  

わたくしたちは、印旛沼湖畔のきれいな空気と

緑と太陽と歴史に恵まれた佐倉市民です。

全市民は、力を合わせてこの憲章を守り、理想のまちをつくりましょう。

1.私たちは、美美ししくく清清潔潔ななままちちをつくりましょう。

1.私たちは、公公衆衆道道徳徳をを守守りり、、ススポポーーツツをを愛愛しし、、明明るるいいままちちをつくりましょう。

1.私たちは、歴歴史史やや自自然然をを大大切切ににしし、、おおくくゆゆかかししいいままちちをつくりましょう。

1.私たちは、老老人人をを敬敬いい、、子子どどももをを愛愛しし、、ああたたたたかかいいままちちをつくりましょう。

1.私たちは、創創意意とと努努力力ををももっってて、、豊豊かかななままちちをつくりましょう。

佐倉市民憲章

マスコットキャラクター

みらいくん

市民一人ひとりが、
市民憲章の精神を念頭に置いて、

力を合わせて理想のまちをつくりましょう！

◆馬の「くつわ」につける金具である鐶（かん）を、
花びらに見立てて桜の花を形どったものです。

◆鐶（かん）は、乗馬の際に馬を引き締める大切な金具であり、
佐倉市の発展への強い意志を表すもので、
桜は平和な田園都市を表現したものです。

【市の花：花菖蒲】 【市の木：桜】
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（４）人口ビジョン 

【人口の現状分析】 

①総人口 

⚫ 総人口は、2011 年の約 17.8 万人をピークに、以降減少傾向が続き、令和 5（2023）年現在で約

17.1 万人となっています。一方、外国人人口は増加傾向にあります。 

 
【出典】住民基本台帳（各年 3月末、外国人を含む） 

②年齢階層別人口 

⚫ 年齢３区分別に推移を見ると、少子高齢化の傾向が強まっています。 

⚫ 2023 年の老年人口構成比（高齢化率）は約 33.3％となっています。 

 
【出典】住民基本台帳（各年 3月末、外国人を含む）  
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③地区別人口 

⚫ 住宅整備等が進んだ志津地区と根郷地区においては、若干の人口増加が見られた時期もありま

したが、全体的には減少傾向にあり、特に佐倉市南部に位置する和田地区・弥富地区の減少が

顕著となっています。 

 
【出典】住民基本台帳（各年 3月末、外国人を含む） 

④世帯数 

⚫ 人口が減少する一方、世帯数は増加を続けており、一世帯当たりの人数は減少しています。 

 
【出典】住民基本台帳（各年 3月末、外国人を含む） 

  

（単位：人）

2016年 176,976 29,202 30,938 77,025 25,231 1,953 1,615 11,012

2017年 176,518 28,933 30,809 77,078 25,317 1,913 1,581 10,887

2018年 176,059 28,818 30,562 76,913 25,561 1,852 1,540 10,813

2019年 175,476 28,648 30,429 76,660 25,688 1,818 1,532 10,701

2020年 174,695 28,423 30,317 76,368 25,706 1,772 1,533 10,576

2021年 173,216 28,057 30,162 75,867 25,513 1,706 1,509 10,402

2022年 171,747 27,901 29,806 75,348 25,212 1,671 1,465 10,344

2023年 171,037 27,658 29,624 75,024 25,206 1,640 1,450 10,435

-3.4% -5.3% -4.2% -2.6% -0.1% -16.0% -10.2% -5.2%

弥富 千代田全市

平成29年

佐倉 臼井 志津 根郷 和田

平成28年

　　　　　　  地区
 年
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平成30年

平成31年

令和2年

人口伸び率
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⑤人口動態 

ア 自然動態 

⚫ 出生数が減少傾向にある一方、死亡数は増加傾向が続いており、自然減少数が拡大しています。 

 
【出典】千葉県毎月常住人口調査報告書（年報） 

イ 社会動態 

⚫ 転入数は、2020 年及び 2021 年を除き、増加傾向にあります。一方、転出数は、2020 年を境に

減少を続けていますが、社会増減としては、2022 年に転入超過となっています。 

 
【出典】千葉県毎月常住人口調査報告書（年報） 
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⚫ 年齢階層別の社会動態は、20～29歳の社会減少数が顕著となっており、その理由としては進学

や就職が考えられます。 

 
【出典】住民基本台帳人口移動報告（2022年結果） 
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【将来人口の見通し】 

①市独自推計の考え方 

人口の将来展望を検討するにあたり、今後の政策展開により、どの程度人口減少の抑制を図ることが

できるかを示すために、社会動態や合計特殊出生率を用いて、基準となる推計値（基準ケース）を設定

しました。 

 

②市独自推計の算出について 

独自推計の算出にはコーホート要因法を用いています。基準人口は、2022 年 12 月 31 日時点の男女年

齢別人口としています。推計の主な仮定値は以下のとおりです。 

 

＜合計特殊出生率＞ 

⚫ 本市の 2017年～2021 年までの平均値が、将来にわたり継続するものと仮定 

 

＜純移動率＞ 

⚫ 本市の 2018 年～2022 年までの直近５年間の平均を求め、その数値が将来にわたり継続するも

のと仮定 
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③将来人口推計（ケース１／基準ケース） ―人口減少の分析― 

総人口は、基準年である 2022 年の 171,460 人（実績値）から、2060 年には 89，316 人（推計値）と、

38 年間で基準年の約 52.1％まで減少することが予測されます。人口の減少は、特に 15 歳以上 65 歳未満

の生産年齢人口において顕著に見られ、基準年の約 44.4％（42,879／96,564）に減少すると推計されて

います。 
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④人口の将来展望 

人口減少を和らげるための政策・施策は、市民・民間事業者・各種団体など、多様な主体と連携・協

働しながら進めていくことが重要です。 

自然動態については、出会いから結婚・妊娠・出産・子育てというライフステージの進行に合わせた

切れ目のない支援の充実を図ることで、安心して子どもを産み育てることができる社会づくりが一つの

増加要因となるものと思われます。また、男女が共に働きながら子育てができるよう、ワーク・ライフ・

バランスを推進することも必要です。 

社会動態については、進学・就労を理由とした 20 代の転出超過が特に多いことから、多様で魅力ある

雇用の場の創出や、若者への市内企業の周知などにより、地元就職への意識を醸成し、20 代の転出超過

の解消を図ることが必要です。 

中期基本計画に掲げる施策を推進することにより、社会動態について、20 代から 40 代の移動者数の

均衡（転入数－転出数＝0 人）を実現することができた場合【ケース２／転入超過好転ケース】は、2040

年時点において、約 6,500 人の減少抑制が見込まれます。さらに、市民が希望する出生率（1.72）を 2030

年に達成できた場合【ケース３／好転ケース】は、ケース２に加え約 5,800 人の減少抑制が見込まれま

す。 

 
 

  

162,118

131,807

163,190

138,351

164,094

144,194

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

170,000

175,000

ケース1（基準） ケース2（転入超過好転） ケース3（好転）

（人）

－ 12 －

序
　
論

S
D
G
S



 

12 

③将来人口推計（ケース１／基準ケース） ―人口減少の分析― 

総人口は、基準年である 2022 年の 171,460 人（実績値）から、2060 年には 89，316 人（推計値）と、

38 年間で基準年の約 52.1％まで減少することが予測されます。人口の減少は、特に 15 歳以上 65 歳未満

の生産年齢人口において顕著に見られ、基準年の約 44.4％（42,879／96,564）に減少すると推計されて

います。 

 
 

 
 

  

17,988 13,393 10,536 8,756 6,611

96,564

87,476

68,122

52,784
42,879

56,908

54,846

53,150

48,143

39,826

171,460

155,715

131,807

109,684

89,316

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2022年 2030年 2040年 2050年 2060年

15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上

（人）

10.5% 8.6% 8.0% 8.0% 7.4%

56.3% 56.2%
51.7% 48.1% 48.0%

33.2% 35.2%
40.3% 43.9% 44.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2022年 2030年 2040年 2050年 2060年

15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上

 

13 

④人口の将来展望 

人口減少を和らげるための政策・施策は、市民・民間事業者・各種団体など、多様な主体と連携・協

働しながら進めていくことが重要です。 

自然動態については、出会いから結婚・妊娠・出産・子育てというライフステージの進行に合わせた

切れ目のない支援の充実を図ることで、安心して子どもを産み育てることができる社会づくりが一つの

増加要因となるものと思われます。また、男女が共に働きながら子育てができるよう、ワーク・ライフ・

バランスを推進することも必要です。 

社会動態については、進学・就労を理由とした 20 代の転出超過が特に多いことから、多様で魅力ある

雇用の場の創出や、若者への市内企業の周知などにより、地元就職への意識を醸成し、20 代の転出超過

の解消を図ることが必要です。 

中期基本計画に掲げる施策を推進することにより、社会動態について、20 代から 40 代の移動者数の

均衡（転入数－転出数＝0 人）を実現することができた場合【ケース２／転入超過好転ケース】は、2040

年時点において、約 6,500 人の減少抑制が見込まれます。さらに、市民が希望する出生率（1.72）を 2030

年に達成できた場合【ケース３／好転ケース】は、ケース２に加え約 5,800 人の減少抑制が見込まれま

す。 

 
 

  

162,118

131,807

163,190

138,351

164,094

144,194

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

170,000

175,000

ケース1（基準） ケース2（転入超過好転） ケース3（好転）

（人）

－ 13 －

序
　
論

S
D
G
S



 

14 

（５）財政 

①歳入 

⚫ 歳入は、国県支出金の増加に伴い、概ね増加傾向で推移しています。 

 
【出典】市町村普通会計決算カード（千葉県） 

②歳出 

⚫ 歳出は、扶助費の増加に伴い、概ね増加傾向で推移しています。 

 
【出典】市町村普通会計決算カード（千葉県） 

（※令和 2（2020）年度の歳入・歳出の主な増加要因は、特別定額給付金の交付等）  
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③財政指標 

⚫ 収入に対する実質的な負債返済の割合を示す実質公債費比率は減少が継続し、早期健全化基準

である 25％を大きく下回る良好な数値で推移しています。 

⚫ 少子高齢化の進行により、一般財源収入のうち固定的な支出（人件費、扶助費、公債費など）の

割合を示す経常収支比率は、概ね 90％程度で推移し、弾力的運用のできる財源が少ない状況が

続いています。 

⚫ 財政運営の自主性を示す財政力指数は、１を割り込んでいます（１を上回ると、普通地方交付

税の不交付団体となります）。 

 
【出典】佐倉市資料 
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④財政の見通し 

行政課題に対応するためには、財源の確保が重要となります。中期基本計画の計画期間である 2027 年

度までの財政推計では、市税収入は横ばいで推移するものの、人件費や扶助費等の義務的経費とインフ

ラを含む公共施設等の改修・更新等に係る経費の継続的な支出により、市の財政状況の悪化が見込まれ

ます。これまで、事務事業の見直しによる経費削減や企業誘致等による歳入確保に取り組んできました

が、これまでの取組に加え、今後さらに、公共施設のあり方の検討等による維持管理費の抑制と市税な

どの自主財源の確保に取り組み、財政運営の改善に繋げていく必要があります。 
 

【普通会計における財政推計】 

 
  

〇〇歳歳入入

5年度

（2023年）

【推計】

6年度
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【推計】

7年度
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【推計】

8年度

（2026年）

【推計】

9年度

（2027年）

【推計】

市税 24,521 24,219 24,207 24,178 23,846

地方交付税 3,450 3,520 3,545 2,975 3,219

その他一般財源 5,591 5,066 5,066 5,065 5,065
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9年度
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人件費 9,285 9,341 9,430 9,386 9,515

扶助費 14,163 14,249 14,371 14,280 14,183

公債費 3,080 3,037 3,250 3,163 3,281
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⑤公共施設の将来負担予測 

⚫ 公共建築物及びインフラ施設については、現状の規模を維持していく前提で 40年間の将来更新

費用について推計すると、公共建築物で約 1,797 億円、インフラ施設で約 1,973 億円、合計で

約 3,770億円となります。 

⚫ １年平均にすると、それぞれ 44.9 億円／年と 49.3 億円／年で、合計は約 94.3 億円／年とな

り、全体でみると令和 7（2025）年頃から大きく増えていく見込みとなっています。 

 

【出典】佐倉市公共施設等総合管理計画（令和 5年 3 月改訂） 
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（６）産業 

①農業 

⚫ 農林業センサスによると、農家数、農業従業者数ともに減少傾向にあり、2000 年と 2020 年とを

比較すると、農業従事者数は半分以下に減少しています。 

 
【出典】農林業センサス（農林水産省） 

⚫ 地区別の状況を見ると、農家数、農業従事者数ともに和田地区が最も多くなっています。 

 
【出典】農林業センサス（農林水産省） 
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②商業 

⚫ 商業統計調査及び経済センサスによると、市内の小売業については、従業者数、年間商品販売

額はいずれも概ね増加傾向にありますが、事業所数は若干の減少傾向となっています。 

 
【出典】商業統計調査（経済産業省）、経済センサス（総務省） 

③工業 

⚫ 工業統計調査及び経済センサスによると、市内の製造業については、事業所数は概ね横ばいで

推移しており、従業者数、製造品出荷額等はいずれも増加傾向にあります。 

 
【出典】工業統計調査（経済産業省）、経済センサス（総務省） 

  

661 688 703 674

6,113 6,302
6,662

7,429

1,091

1,216

1,316 1,311

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2012年 2014年 2016年 2021年

小売業事業所数（左軸） 従業者数（左軸） 年間商品販売額（右軸）

（人・ヶ所） （億円）

120 118 130 121 115 119 122

7,708
7,390 7,612

8,341 8,263
8,640 8,777

2,535
2,678

2,807

3,098 3,155
3,247

3,353

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

事業所数（左軸） 従業者数（左軸） 製造品出荷額等（右軸）

（人・ヶ所） （億円）

－ 18 －

序
　
論

S
D
G
S



 

18 

（６）産業 

①農業 

⚫ 農林業センサスによると、農家数、農業従業者数ともに減少傾向にあり、2000 年と 2020 年とを

比較すると、農業従事者数は半分以下に減少しています。 

 
【出典】農林業センサス（農林水産省） 

⚫ 地区別の状況を見ると、農家数、農業従事者数ともに和田地区が最も多くなっています。 

 
【出典】農林業センサス（農林水産省） 

  

3,998 

3,223 

2,678 

2,058 

1588

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

農業従事者数（人）

佐倉

臼井

志津

根郷

和田

弥富

千代田

地区別

農家数

総数

108

145

97

78

　　　　　　　　区分
 年・地区

133

35

70

233

184

農業従 事者数

総数

319

93

160

244

355

 

19 

②商業 

⚫ 商業統計調査及び経済センサスによると、市内の小売業については、従業者数、年間商品販売

額はいずれも概ね増加傾向にありますが、事業所数は若干の減少傾向となっています。 

 
【出典】商業統計調査（経済産業省）、経済センサス（総務省） 

③工業 

⚫ 工業統計調査及び経済センサスによると、市内の製造業については、事業所数は概ね横ばいで

推移しており、従業者数、製造品出荷額等はいずれも増加傾向にあります。 

 
【出典】工業統計調査（経済産業省）、経済センサス（総務省） 

  

661 688 703 674

6,113 6,302
6,662

7,429

1,091

1,216

1,316 1,311

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2012年 2014年 2016年 2021年

小売業事業所数（左軸） 従業者数（左軸） 年間商品販売額（右軸）

（人・ヶ所） （億円）

120 118 130 121 115 119 122

7,708
7,390 7,612

8,341 8,263
8,640 8,777

2,535
2,678

2,807

3,098 3,155
3,247

3,353

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

事業所数（左軸） 従業者数（左軸） 製造品出荷額等（右軸）

（人・ヶ所） （億円）

－ 19 －

序
　
論

S
D
G
S



 

20 

４ 市民等の佐倉市に対する思い 

（１）市民意識調査 

⚫ 2022 年 8 月に、市内在住の 18 歳以上の男女 4,200 名を対象に、アンケート調査を実施しまし

た（有効回答者数 1,278 名、有効回収率 30.4％）。 

⚫ 各施策の重要度と満足度の平均値と比較して、重要度が高いのに満足度は低いと回答されてい

る施策分野は、「道路環境」、「都市計画・公共交通」、「住宅・住環境」、「農業振興」、「資産管理」、

「行財政運営」となっています。これらの課題の解決に向けた施策を展開していく必要があり

ます。 

 
●１章、●２章、●３章、●４章、●５章 

 
  

地域福祉

子育て支援

高齢者福祉障害者福祉

健康づくり

都都市市計計画画・・公公共共交交通通

住住宅宅・・住住環環境境

道道路路環環境境

公園・緑地整備

上下水道

消防・防災

防犯・交通安全

市民相談・結婚支援
環境保全

商工業振興

農農業業振振興興

観光振興

文化・芸術振興 学校教育

教育環境

生涯学習

青少年健全育成

スポーツ振興

企業・高等教育機関等との連携

コミュニティ

平和・国際化

情報発信・共有、広聴

人権・男女平等参画

行行財財政政運運営営

資資産産管管理理・・運運営営

平均

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

満
足
度

重要度

施策の重要度・満足度

※国等の標本調査と同様の考え方である「回答比率 0.5」「標本誤差 5%ポイント」「信頼水準 95％

（λ＝1.96）」として必要となる調査対象者数（標本数）を計算すると、以下のとおりその数は

384 となる。 

 
本調査の有効回答者数は 1,278（＞384）であり、必要な標本数以上の回答が得られている。 

【参考】総務省統計局 HP

（https://www.stat.go.jp/naruhodo/15_episode/toukeigaku/taishosha.html） 
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（２）第５次佐倉市総合計画 中期基本計画策定にあたってのアンケート調査 

⚫ 2023 年 2 月に、LINE 登録者 11,296 名のうちの受信設定者約 6,000 名を対象に、アンケート調

査を実施しました（有効回答者数 343 名、有効回収率 5.7％）。 

⚫ 「住み続けたい（住みたい）と思うまち」の要素としては、「子育て環境の充実」、「公共交通機

関の利便性が良いこと」、「安心・安全な生活の確保」、「商店や商業施設等の充実による買い物

のしやすさ」が重視される結果となりました。 

⚫ 「住み続けたい（住みたい）と思うまち」の要素の満足度では、「自然環境が豊かな地域である

こと」、「文化や歴史ある街並みがあること」、「安心・安全な生活の確保」、「音楽ホールや美術

館等の文化・教養施設の充実」が高く、一方、「お洒落な店が充実」、「魅力ある仕事」、「通勤や

通学等における距離」、「公共交通機関の利便性」が低い結果となりました。 

 

（３）市民意見交換会 

⚫ 2023年 1 月、2月に２回開催し、29名の市民の皆さんに、市政のテーマごとに、「課題」と「課

題への対応策」についてお聞きしました。 

⚫ 子育て支援や高齢者支援、健康寿命の延伸、住環境の改善など、日々の生活の中で感じている

課題や、その対応策に関するご意見が多く寄せられました。また、人口減少が進む中、市の定

住人口を増やすため、外国人の受入れや、佐倉市の歴史・自然に恵まれた地域性を対外的にア

ピールすることの必要性など、幅広いご意見をいただきました。 

 

（４）高校生によるまちづくりワークショップ 

⚫ 2023 年 2 月に開催し、市内高校の生徒 18 名の皆さんに、「佐倉市の良いところ・悪いところ」

「住みたい・住み続けたいまちの実現に向けて必要となる取り組み」についてお聞きしました。 

⚫ 良いところとしては、学校が多いこと、交通の便が良いこと、大型ショッピングモールやコン

ビニが多いことなど、高校生らしい意見がありました。また、悪いところとしては、若者が遊

べる場所が少ないこと、アミューズメント施設が少ないこと、活気がないことなどの意見のほ

か、学校の助成金が少ないこと、高等学校卒業後の進学先がないことなど、卒業後の進学を見

据えた課題や利便性の高い都市を求める傾向の意見がありました。 

⚫ 課題への対応策としては、居住性や便利さを向上させる住環境の強化だけでなく、地域の集ま

りを大切にするなど地域とのつながりに関する意見や、佐倉の認知度向上により活性化を図る

といった意見も課題への対応策として挙げられました。 
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のしやすさ」が重視される結果となりました。 

⚫ 「住み続けたい（住みたい）と思うまち」の要素の満足度では、「自然環境が豊かな地域である

こと」、「文化や歴史ある街並みがあること」、「安心・安全な生活の確保」、「音楽ホールや美術

館等の文化・教養施設の充実」が高く、一方、「お洒落な店が充実」、「魅力ある仕事」、「通勤や

通学等における距離」、「公共交通機関の利便性」が低い結果となりました。 

 

（３）市民意見交換会 

⚫ 2023年 1 月、2月に２回開催し、29名の市民の皆さんに、市政のテーマごとに、「課題」と「課

題への対応策」についてお聞きしました。 

⚫ 子育て支援や高齢者支援、健康寿命の延伸、住環境の改善など、日々の生活の中で感じている

課題や、その対応策に関するご意見が多く寄せられました。また、人口減少が進む中、市の定

住人口を増やすため、外国人の受入れや、佐倉市の歴史・自然に恵まれた地域性を対外的にア

ピールすることの必要性など、幅広いご意見をいただきました。 

 

（４）高校生によるまちづくりワークショップ 

⚫ 2023 年 2 月に開催し、市内高校の生徒 18 名の皆さんに、「佐倉市の良いところ・悪いところ」

「住みたい・住み続けたいまちの実現に向けて必要となる取り組み」についてお聞きしました。 

⚫ 良いところとしては、学校が多いこと、交通の便が良いこと、大型ショッピングモールやコン

ビニが多いことなど、高校生らしい意見がありました。また、悪いところとしては、若者が遊

べる場所が少ないこと、アミューズメント施設が少ないこと、活気がないことなどの意見のほ

か、学校の助成金が少ないこと、高等学校卒業後の進学先がないことなど、卒業後の進学を見

据えた課題や利便性の高い都市を求める傾向の意見がありました。 

⚫ 課題への対応策としては、居住性や便利さを向上させる住環境の強化だけでなく、地域の集ま

りを大切にするなど地域とのつながりに関する意見や、佐倉の認知度向上により活性化を図る

といった意見も課題への対応策として挙げられました。 
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５ 社会構造の変化・行政の課題 

身近に迫る脅威 

⚫ 2019 年度から続いたコロナ禍は、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけが 2023年 5

月に５類感染症（季節性インフルエンザと同じ）に移行したことから、感染者や濃厚接触者の

外出制限等がなくなり、感染症対策が個人の判断にゆだねられるようになりました。 

コロナ禍を通じて、対面による行政サービスの限界とその対応が課題として顕在化し、非接触

型の行政サービスの提供が、行政手続きを行う方法の一つとして求められるようになりました。 

非接触型のサービスとして、国はデジタル化を推進しており、「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を抜本的に改訂し、2023 年から 2027 年までの５か年の新たな総合戦略を策定し、「①デジ

タルの力を活用した地方の社会課題解決に向けた取組を加速化・深化」、「②デジタル実装の前

提となる取組を国が強力に支援」という、２つの施策の方向性を示しました。 

これらを踏まえ、行政のサービスや事務事業のデジタル化による、多様な手法によるサービス

の提供や、事務等の効率化が課題となります。 

⚫ 記録的な暴風雨となった 2019年の台風 15 号・19 号及び 10 月 25 日の大雨により、市内でも家

屋の浸水や道路等のインフラへの被害が出るなど、近年の気候変動による災害被害は激甚化す

る傾向にあり、市民生活にも大きな影響をもたらすことが想定されます。 

また、気象庁により、2021年 4 月より「熱中症警戒アラート」が発表されるようになり、日常

生活に関する指針及び運動に関する指針では、「外出をなるべく避ける」「運動は原則禁止」な

ど、熱中症対策は日常生活にも制約を与えるようになっています。 

これらを踏まえ、日常生活における行動変容や温室効果ガスの排出抑制など気候変動緩和策の

検討といった、気候変動への対応が課題となります。 
 

人口減少・少子高齢化 

⚫ 市の総人口は、2022 年までの直近 10年間で 6.4％減少しています。これは、自然増減（出生・

死亡）、社会増減（転入・転出）ともに、マイナスの傾向が続いているためです。人口推計によ

ると、市内人口は 40 年後には現人口の 52％（約９万人）まで減少することが予測されていま

す。 

このまま推移すると、市の人口が減少し財政も悪化するなど、市の活力低下が予測されること

から、市外からの転入促進や出生率の向上など、人口減少を緩やかにしていくことが課題とな

ります。 

⚫ 保育園における待機児童は少子化に伴い、概ね解消しましたが、市民意見交換会において「子

育て相談窓口が知られていない」「こどもの遊び場が少ない」といった意見も出されており、出

生率の向上や子育て世帯の転入促進に向け、子どもを望む世帯や子育て中の世帯等への切れ目

のない相談・支援体制のさらなる拡充が課題となります。 

⚫ また、高齢化も進行し、2022 年には高齢者人口の割合が 33％を超え、総人口の 1/3 を占めるよ

うになりました。人口の高齢化に伴い、増加する高齢者の介護費用等の軽減や、人口減少社会

における社会の担い手としての高齢者の活躍の場の創出など、その基本となる高齢者の健康寿

命をいかに伸ばしていくかが課題となります。 
 

社会経済情勢の変化や、コロナ禍を経験した価値観、ライフスタイルの変化への対応 

⚫ 市民意識調査では、住み続けたいと思うまちの要素である「魅力ある仕事があること」「通勤や

通学時における距離が近いこと」への満足度が低くなっています。これらのことから、産業に

おけるデジタル化の推進の流れを踏まえ、市内企業のデジタル化推進等による魅力的な職場づ

くり、成田空港や東関東自動車道、北千葉道路といった交通インフラに恵まれた立地を活かし

た企業の誘致、起業や創業への支援といった、市内産業の魅力の底上げが課題となります。 

⚫ 少子化・人口減少社会における労働力不足解消のため、市内企業等への就業希望者への就職

先・住まい探しの支援といった、包括的な就業支援が課題となります。  
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一人一人が尊重される環境づくり 

⚫ 児童虐待や子どもの貧困といった、子どもを取り巻く生活環境の悪化や、不登校やいじめ、医

療的ケア児への対応といった、学校現場での様々な問題・課題に対応した教育機会の提供や、

教育現場におけるデジタル化の推進など、日々変化する教育環境に対応した学びの場づくりが

課題となります。 
 

暮らしの安全・安心の確保 

⚫ 市内の道路や上下水道等のインフラは概ね整備され、成熟した都市基盤を有していると考えら

れますが、一方で、学校や公民館等の公共施設の老朽化も進んでおり、公共施設等の計画的な

修繕や改修・設備更新、効率的な施設の維持管理システムの導入、公共施設の適正配置の検討

等が課題となります。 

⚫ 災害や感染症対策、地域での居場所づくりの重要性など、地域での共助やコミュニティ活動へ

の期待は高まっていますが、市民意識調査では、住み続けたいと思うまちの要素である「地域

コミュニティ活動が活発である」への満足度（57％）と不満度（43％）が拮抗しており、自治会

加入率も減少傾向です。そのため、地域での様々な活動に対する支援強化による地域コミュニ

ティ活動の活性化が課題となります。 
 

積極的に活用する佐倉のポテンシャル 

⚫ 市民意識調査では、住み続けたいと思うまちの要素である「自然環境が豊かな地域であること」

「自然や歴史的街並みがあること」への満足度が高くなっています。市民一人あたりの公園面

積は増加傾向にありますが、印旛沼をはじめとする市内の豊かな自然環境の保全や魅力の向上、

佐倉城址や武家屋敷といった歴史的資源を活かしたまちづくりが求められています。 

また、これらの資源を活用し、観光需要の喚起や交流人口の増加による、地域経済の活力増進

や街の活性化が課題となります。 

⚫ 佐倉市への転入者の増加や、観光需要の喚起、交流人口の増加など、外部からの影響を享受す

るためには、市外の人々に対して市の魅力を知ってもらい、佐倉市を選択してもらうことが不

可欠となります。同様に、市民の佐倉市に住むことへの満足度をさらに向上させるためにも、

行政サービスや様々な市内の魅力を伝えることが求められています。 

これらのことを踏まえ、市内外問わず、多くの方々に、市の魅力等について知っていただくた

めにも、デジタル技術を活用し、効果的な情報提供を行っていくことが課題となります。 
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５ 社会構造の変化・行政の課題 

身近に迫る脅威 

⚫ 2019 年度から続いたコロナ禍は、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけが 2023年 5

月に５類感染症（季節性インフルエンザと同じ）に移行したことから、感染者や濃厚接触者の

外出制限等がなくなり、感染症対策が個人の判断にゆだねられるようになりました。 

コロナ禍を通じて、対面による行政サービスの限界とその対応が課題として顕在化し、非接触

型の行政サービスの提供が、行政手続きを行う方法の一つとして求められるようになりました。 

非接触型のサービスとして、国はデジタル化を推進しており、「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を抜本的に改訂し、2023 年から 2027 年までの５か年の新たな総合戦略を策定し、「①デジ

タルの力を活用した地方の社会課題解決に向けた取組を加速化・深化」、「②デジタル実装の前

提となる取組を国が強力に支援」という、２つの施策の方向性を示しました。 

これらを踏まえ、行政のサービスや事務事業のデジタル化による、多様な手法によるサービス

の提供や、事務等の効率化が課題となります。 

⚫ 記録的な暴風雨となった 2019年の台風 15 号・19 号及び 10 月 25 日の大雨により、市内でも家

屋の浸水や道路等のインフラへの被害が出るなど、近年の気候変動による災害被害は激甚化す

る傾向にあり、市民生活にも大きな影響をもたらすことが想定されます。 

また、気象庁により、2021年 4 月より「熱中症警戒アラート」が発表されるようになり、日常

生活に関する指針及び運動に関する指針では、「外出をなるべく避ける」「運動は原則禁止」な

ど、熱中症対策は日常生活にも制約を与えるようになっています。 

これらを踏まえ、日常生活における行動変容や温室効果ガスの排出抑制など気候変動緩和策の

検討といった、気候変動への対応が課題となります。 
 

人口減少・少子高齢化 

⚫ 市の総人口は、2022 年までの直近 10年間で 6.4％減少しています。これは、自然増減（出生・

死亡）、社会増減（転入・転出）ともに、マイナスの傾向が続いているためです。人口推計によ

ると、市内人口は 40 年後には現人口の 52％（約９万人）まで減少することが予測されていま

す。 

このまま推移すると、市の人口が減少し財政も悪化するなど、市の活力低下が予測されること

から、市外からの転入促進や出生率の向上など、人口減少を緩やかにしていくことが課題とな

ります。 

⚫ 保育園における待機児童は少子化に伴い、概ね解消しましたが、市民意見交換会において「子

育て相談窓口が知られていない」「こどもの遊び場が少ない」といった意見も出されており、出

生率の向上や子育て世帯の転入促進に向け、子どもを望む世帯や子育て中の世帯等への切れ目

のない相談・支援体制のさらなる拡充が課題となります。 

⚫ また、高齢化も進行し、2022 年には高齢者人口の割合が 33％を超え、総人口の 1/3 を占めるよ

うになりました。人口の高齢化に伴い、増加する高齢者の介護費用等の軽減や、人口減少社会

における社会の担い手としての高齢者の活躍の場の創出など、その基本となる高齢者の健康寿

命をいかに伸ばしていくかが課題となります。 
 

社会経済情勢の変化や、コロナ禍を経験した価値観、ライフスタイルの変化への対応 

⚫ 市民意識調査では、住み続けたいと思うまちの要素である「魅力ある仕事があること」「通勤や

通学時における距離が近いこと」への満足度が低くなっています。これらのことから、産業に

おけるデジタル化の推進の流れを踏まえ、市内企業のデジタル化推進等による魅力的な職場づ

くり、成田空港や東関東自動車道、北千葉道路といった交通インフラに恵まれた立地を活かし

た企業の誘致、起業や創業への支援といった、市内産業の魅力の底上げが課題となります。 

⚫ 少子化・人口減少社会における労働力不足解消のため、市内企業等への就業希望者への就職

先・住まい探しの支援といった、包括的な就業支援が課題となります。  
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一人一人が尊重される環境づくり 

⚫ 児童虐待や子どもの貧困といった、子どもを取り巻く生活環境の悪化や、不登校やいじめ、医

療的ケア児への対応といった、学校現場での様々な問題・課題に対応した教育機会の提供や、

教育現場におけるデジタル化の推進など、日々変化する教育環境に対応した学びの場づくりが

課題となります。 
 

暮らしの安全・安心の確保 

⚫ 市内の道路や上下水道等のインフラは概ね整備され、成熟した都市基盤を有していると考えら

れますが、一方で、学校や公民館等の公共施設の老朽化も進んでおり、公共施設等の計画的な

修繕や改修・設備更新、効率的な施設の維持管理システムの導入、公共施設の適正配置の検討

等が課題となります。 

⚫ 災害や感染症対策、地域での居場所づくりの重要性など、地域での共助やコミュニティ活動へ

の期待は高まっていますが、市民意識調査では、住み続けたいと思うまちの要素である「地域

コミュニティ活動が活発である」への満足度（57％）と不満度（43％）が拮抗しており、自治会

加入率も減少傾向です。そのため、地域での様々な活動に対する支援強化による地域コミュニ

ティ活動の活性化が課題となります。 
 

積極的に活用する佐倉のポテンシャル 

⚫ 市民意識調査では、住み続けたいと思うまちの要素である「自然環境が豊かな地域であること」

「自然や歴史的街並みがあること」への満足度が高くなっています。市民一人あたりの公園面

積は増加傾向にありますが、印旛沼をはじめとする市内の豊かな自然環境の保全や魅力の向上、

佐倉城址や武家屋敷といった歴史的資源を活かしたまちづくりが求められています。 

また、これらの資源を活用し、観光需要の喚起や交流人口の増加による、地域経済の活力増進

や街の活性化が課題となります。 

⚫ 佐倉市への転入者の増加や、観光需要の喚起、交流人口の増加など、外部からの影響を享受す

るためには、市外の人々に対して市の魅力を知ってもらい、佐倉市を選択してもらうことが不

可欠となります。同様に、市民の佐倉市に住むことへの満足度をさらに向上させるためにも、

行政サービスや様々な市内の魅力を伝えることが求められています。 

これらのことを踏まえ、市内外問わず、多くの方々に、市の魅力等について知っていただくた

めにも、デジタル技術を活用し、効果的な情報提供を行っていくことが課題となります。 
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計画の体系 

 

 
  

＜将来都市像＞ ＜５つのまちづくりの基本方針＞ ＜基本施策＞

笑
顔
輝
き
 
佐
倉
咲
く
 
み
ん
な
で
創
ろ
う
「

健
康
・
安
心
・
未
来
都
市
」

5-7　企業・高等教育機関等との連携

１　ともに支え合い誰もがいきいきと

　　暮らせるまち

　（福祉・健康・子育て）

２　人と自然が調和した

　　安心して暮らせるまち

　（都市基盤・住環境）

３　地域の資源を活かした
　　活力と賑わいのあるまち

　（産業・観光・文化）

４　豊かな心を育み 笑顔あふれるまち

　（教育）

５　市民とともに創る 多様性のある

　　持続可能なまち

　（市民参加・自治体運営）

5-6　資産管理・運営

5-4　人権・男女平等参画

5-5　行財政運営

5-2　平和・国際化

5-3　情報発信・共有、広聴

4-5　スポーツ振興

5-1　コミュニティ

4-3　生涯学習

4-4　青少年健全育成

4-1　学校教育

4-2　教育環境

3-3　観光振興

3-4　文化・芸術振興

3-1　商工業振興

3-2　農業振興

2-9　環境保全

2-7　防犯・交通安全

2-8　市民相談・結婚支援

2-6　消防・防災

2-4　公園・緑地整備

2-5　上下水道

1-3　高齢者福祉

1-1　地域福祉

1-2　子育て支援

2-2　住宅・住環境

2-3　道路環境

2-1　都市計画・公共交通

1-4　障害者福祉

1-5　健康づくり
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１　ともに支え合い誰もがいきいきと暮らせるまち（福祉・健康・子育て）

２　人と自然が調和した安心して暮らせるまち（都市基盤・住環境）

2-1　都市計画・公共交通

2-2　住宅・住環境

2-3　道路環境

2-4　公園・緑地整備

1-1　地域福祉

1-2　子育て支援

1-3　高齢者福祉

1-4　障害者福祉

1-5　健康づくり

みどりを活用し、持続可能で豊かな暮らしを実現しま

す

市民協働・公民連携によるみどりの維持管理や利活用

を促進します

景観形成による愛着と誇りを持てるまちづくりを推進

します

良好な住生活の確保及び向上に努めます

適正な建築行政を推進します

快適な道路の整備を推進します

安全・安心な道路環境を保全します

みどりの適正な量の確保とみどりの質の向上を目指し

ます

市民の健康づくりを推進します

生活習慣病の予防、がんの早期発見を図ります

地域医療の充実を図ります

医療費の適正化を図ります

都市と農村が共生するまちづくりを計画的に推進しま

す

持続可能な公共交通網の形成を推進します

住み慣れた地域での包括的な支援体制を整備します

生きがいづくり・介護予防を推進します

認知症施策を推進します

安定した介護保険運営を行います

障害に対する理解を促進します

障害福祉サービスを充実します

地域の住民がともに支え合うまちづくりを推進します

生活困窮者の相談・支援を行います

相談・交流の場を充実し、妊娠・出産・育児期に係る

切れ目のない支援を行います

子育てに係る経済的負担を軽減します

児童虐待の防止を図ります

保育の受け皿の確保等、子どもたちが健やかに育つ環

境の整備を図ります
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計画の体系 

 

 
  

＜将来都市像＞ ＜５つのまちづくりの基本方針＞ ＜基本施策＞

笑
顔
輝
き
 
佐
倉
咲
く
 
み
ん
な
で
創
ろ
う
「

健
康
・
安
心
・
未
来
都
市
」

5-7　企業・高等教育機関等との連携

１　ともに支え合い誰もがいきいきと

　　暮らせるまち

　（福祉・健康・子育て）

２　人と自然が調和した

　　安心して暮らせるまち

　（都市基盤・住環境）

３　地域の資源を活かした
　　活力と賑わいのあるまち

　（産業・観光・文化）

４　豊かな心を育み 笑顔あふれるまち

　（教育）

５　市民とともに創る 多様性のある

　　持続可能なまち

　（市民参加・自治体運営）

5-6　資産管理・運営

5-4　人権・男女平等参画

5-5　行財政運営

5-2　平和・国際化

5-3　情報発信・共有、広聴

4-5　スポーツ振興

5-1　コミュニティ

4-3　生涯学習

4-4　青少年健全育成

4-1　学校教育

4-2　教育環境

3-3　観光振興

3-4　文化・芸術振興

3-1　商工業振興

3-2　農業振興

2-9　環境保全

2-7　防犯・交通安全

2-8　市民相談・結婚支援

2-6　消防・防災

2-4　公園・緑地整備

2-5　上下水道

1-3　高齢者福祉

1-1　地域福祉

1-2　子育て支援

2-2　住宅・住環境

2-3　道路環境

2-1　都市計画・公共交通

1-4　障害者福祉

1-5　健康づくり
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１　ともに支え合い誰もがいきいきと暮らせるまち（福祉・健康・子育て）

２　人と自然が調和した安心して暮らせるまち（都市基盤・住環境）

2-1　都市計画・公共交通

2-2　住宅・住環境

2-3　道路環境

2-4　公園・緑地整備

1-1　地域福祉

1-2　子育て支援

1-3　高齢者福祉

1-4　障害者福祉

1-5　健康づくり

みどりを活用し、持続可能で豊かな暮らしを実現しま

す

市民協働・公民連携によるみどりの維持管理や利活用

を促進します

景観形成による愛着と誇りを持てるまちづくりを推進

します

良好な住生活の確保及び向上に努めます

適正な建築行政を推進します

快適な道路の整備を推進します

安全・安心な道路環境を保全します

みどりの適正な量の確保とみどりの質の向上を目指し

ます

市民の健康づくりを推進します

生活習慣病の予防、がんの早期発見を図ります

地域医療の充実を図ります

医療費の適正化を図ります

都市と農村が共生するまちづくりを計画的に推進しま

す

持続可能な公共交通網の形成を推進します

住み慣れた地域での包括的な支援体制を整備します

生きがいづくり・介護予防を推進します

認知症施策を推進します

安定した介護保険運営を行います

障害に対する理解を促進します

障害福祉サービスを充実します

地域の住民がともに支え合うまちづくりを推進します

生活困窮者の相談・支援を行います

相談・交流の場を充実し、妊娠・出産・育児期に係る

切れ目のない支援を行います

子育てに係る経済的負担を軽減します

児童虐待の防止を図ります

保育の受け皿の確保等、子どもたちが健やかに育つ環

境の整備を図ります
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３　地域の資源を活かした活力と賑わいのあるまち（産業・観光・文化）

４　豊かな心を育み 笑顔あふれるまち（教育）

3-4　文化・芸術振興

4-1　学校教育

2-7　防犯・交通安全

2-8　市民相談・結婚支援

2-9　環境保全

3-1　商工業振興

3-2　農業振興

3-3　観光振興

2-5　上下水道

2-6　消防・防災

文化財の保存・活用を推進します

芸術文化の普及を推進します

学力向上・学習内容の充実に取り組みます

豊かな人間性を育む教育に取り組みます

企業誘致を進めるとともに、創業及び事業承継を推進

します

多様な人材の就業を支援します

競争力のある農林水産業を推進します

美しく活力のある農村社会にします

観光客の来訪や消費を喚起する取組を推進します

商品造成や営業活動の強化、情報発信の充実を図りま

す

結婚支援を推進します

豊かな自然環境を保全します

ごみの減量化・資源化を推進します

生活環境の保全を図ります

地球温暖化対策を推進します

企業の競争力向上に向けた取組を支援します

防災に関する知識・意識の普及を図ります

災害に備えた体制を整備します

犯罪の抑止を図ります

交通安全対策を推進します

市民相談への適切な支援を推進します

安全な消費生活を守ります

経営と施設の健全性、持続性を確保します

雨水排水施設を適正に管理し浸水被害の軽減に努めま

す

地域における消防力の充実を図ります

消防体制の整備を図ります
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５　市民とともに創る 多様性のある 持続可能なまち（市民参加・自治体運営）

5-7　企業・高等教育機関等との連携

5-1　コミュニティ

5-2　平和・国際化

5-3　情報発信・共有、広聴

5-4　人権・男女平等参画

5-5　行財政運営

5-6　資産管理・運営

4-2　教育環境

4-3　生涯学習

4-4　青少年健全育成

4-5　スポーツ振興

税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指しま
す

行政手続の簡素化と利便性の向上を図ります

効果的・効率的な資産運営をすすめます

施設の保全を行います

企業・高等教育機関等との連携・協力を推進します

市民意見を集約し、効果的な市政への反映を目指しま
す

人権を尊重する意識の醸成を行います

あらゆる場における男女平等参画を推進します

DV等あらゆる暴力の根絶を目指します

人事管理の適正化を推進します

健全で持続可能な行財政運営を推進します

スポーツ施設を提供します

地域における市民活動を支援します

コミュニティの活動拠点の整備支援・利用促進を行い
ます

平和の尊さを啓発し、恒久平和に向けた世界の取組と
連携します

多文化が共生できる地域づくりを推進します

シティプロモーションの視点による情報発信・情報提
供の充実を図ります

安心して学校に通える環境を提供します

市民の生涯学習を推進します

生涯学習の環境を整備します

青少年の健全育成に取り組みます

地域とのふれあいを増やします

スポーツを楽しむ機会を提供します

良好な学習環境を整備します

地域に開かれた学校運営を行います
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３　地域の資源を活かした活力と賑わいのあるまち（産業・観光・文化）

４　豊かな心を育み 笑顔あふれるまち（教育）

3-4　文化・芸術振興

4-1　学校教育

2-7　防犯・交通安全

2-8　市民相談・結婚支援

2-9　環境保全

3-1　商工業振興

3-2　農業振興

3-3　観光振興

2-5　上下水道

2-6　消防・防災

文化財の保存・活用を推進します

芸術文化の普及を推進します

学力向上・学習内容の充実に取り組みます

豊かな人間性を育む教育に取り組みます

企業誘致を進めるとともに、創業及び事業承継を推進

します

多様な人材の就業を支援します

競争力のある農林水産業を推進します

美しく活力のある農村社会にします

観光客の来訪や消費を喚起する取組を推進します

商品造成や営業活動の強化、情報発信の充実を図りま

す

結婚支援を推進します

豊かな自然環境を保全します

ごみの減量化・資源化を推進します

生活環境の保全を図ります

地球温暖化対策を推進します

企業の競争力向上に向けた取組を支援します

防災に関する知識・意識の普及を図ります

災害に備えた体制を整備します

犯罪の抑止を図ります

交通安全対策を推進します

市民相談への適切な支援を推進します

安全な消費生活を守ります

経営と施設の健全性、持続性を確保します

雨水排水施設を適正に管理し浸水被害の軽減に努めま

す

地域における消防力の充実を図ります

消防体制の整備を図ります
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５　市民とともに創る 多様性のある 持続可能なまち（市民参加・自治体運営）

5-7　企業・高等教育機関等との連携

5-1　コミュニティ

5-2　平和・国際化

5-3　情報発信・共有、広聴

5-4　人権・男女平等参画

5-5　行財政運営

5-6　資産管理・運営

4-2　教育環境

4-3　生涯学習

4-4　青少年健全育成

4-5　スポーツ振興

税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指しま
す

行政手続の簡素化と利便性の向上を図ります

効果的・効率的な資産運営をすすめます

施設の保全を行います

企業・高等教育機関等との連携・協力を推進します

市民意見を集約し、効果的な市政への反映を目指しま
す

人権を尊重する意識の醸成を行います

あらゆる場における男女平等参画を推進します

DV等あらゆる暴力の根絶を目指します

人事管理の適正化を推進します

健全で持続可能な行財政運営を推進します

スポーツ施設を提供します

地域における市民活動を支援します

コミュニティの活動拠点の整備支援・利用促進を行い
ます

平和の尊さを啓発し、恒久平和に向けた世界の取組と
連携します

多文化が共生できる地域づくりを推進します

シティプロモーションの視点による情報発信・情報提
供の充実を図ります

安心して学校に通える環境を提供します

市民の生涯学習を推進します

生涯学習の環境を整備します

青少年の健全育成に取り組みます

地域とのふれあいを増やします

スポーツを楽しむ機会を提供します

良好な学習環境を整備します

地域に開かれた学校運営を行います
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重点施策の設定 

2019 年度から続いたコロナ禍による感染防止の観点から、市民のライフスタイルが大きく変化し、対

面によらない非接触型の手続や、オンライン会議の急速な普及など、企業や学校、行政をはじめとした

様々なところでデジタル化が進展してきました。国は、デジタル田園都市国家構想交付金などの財源措

置により、社会全体のデジタル化を推進しており、市においても、これに対応して様々な分野における

デジタル化を推進することが求められています。 

一方で、歯止めのかからない人口減少・少子高齢化という課題に対しては、これまでにも増して、切

れ目のない子育て支援の拡充が求められるとともに、高齢者の健康寿命延伸を図る市民の健康づくり施

策や、性別、年齢、障害の有無等に関わらずあらゆる人々が活躍できる場の創出などによる生きがいづ

くりへの支援、定住促進を図る住宅施策、魅力的な仕事に従事し、個人が豊かさを実感できるまちづく

りも重要になります。 

加えて、近年の気温上昇や台風・大雨などにより、市街地や農地・農作物等への被害が発生している

ことや、熱中症対策などの市民生活に直接影響する事象も生じており、こうした気候変動への対応も重

要度を増してきています。 

これらの課題を解決する取組を進め、佐倉市が持続可能なまちとなっていくためには、限りある財源

を効果的に配分し、戦略的かつ中長期的に各種施策を展開していく必要があります。 

今回の基礎調査結果で明らかになった課題等に対応するため、中期基本計画期間内（2024 年度～2027

年度）で、特に重点的・分野横断的に取り組むものとして、「地方創生の取組」、「気候変動への対応」の

２つの重点施策を掲げています。 

重点施策に掲げた施策を優先的・重点的に実施することにより、計画全体の着実な推進を先導してい

くことで、SDGs の達成にも寄与していきます。 

  

将来都市像の実現 

SDGｓの達成に貢献 

中期基本計画の推進 

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針 

第１章 福祉・健康 

第２章 都市基盤 

第３章 産業・観光・文化 

第４章 教育 

第５章 市民参加・自治体運営 

２つの重点施策 

  

地
方
創
生
の
取
組 

   

気
候
変
動
へ
の
対
応 
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重点施策Ⅰ 地方創生の取組（佐倉市デジタル田園都市構想総合戦略） 

本市では、2011 年をピークに人口が減少し続けており、喫緊の課題である人口減少・少子高齢化に対

応するため、地方創生の取組として、2015 年度から 2019 年度までを計画期間とする「佐倉市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」、2020 年度から 2024 年度までを計画期間とする「第２期佐倉市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に基づき、重点的・分野横断的に施策を推進してきたところです。 

こうした中、2022 年 12 月に、国は、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂し、デジ

タルの力を活用した地域の社会課題解決と魅力向上を図ることを目的として「デジタル田園都市国家構

想総合戦略」を策定し、地方においても、これを勘案して地方版総合戦略の見直しに努めるよう求めて

います。 

これを受けて、本市では、地方創生を目的とする「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の考え方が、

中期基本計画（2024 年度～2027 年度）の期間内において取り組むべき課題への対策と合致することか

ら、中期基本計画の重点施策Ⅰを「佐倉市デジタル田園都市構想総合戦略」とすることとします。 

この重点施策Ⅰでは、「第２期佐倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方は継承しつ

つ、４つあった基本目標を重点戦略として位置付け、これまでも進めてきた、人口減少・少子高齢化に

対応するための地方創生の取組を、デジタル技術を活用し加速させていきます。 

なお、重点戦略の進捗状況を確認し、次の取組への改善につなげるため、重要業績評価指標（KPI）を

設定し、毎年度、行政評価制度を活用しながら、PDCA サイクルが機能するよう、進捗管理を図ります。 
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重点施策の設定 

2019 年度から続いたコロナ禍による感染防止の観点から、市民のライフスタイルが大きく変化し、対

面によらない非接触型の手続や、オンライン会議の急速な普及など、企業や学校、行政をはじめとした

様々なところでデジタル化が進展してきました。国は、デジタル田園都市国家構想交付金などの財源措

置により、社会全体のデジタル化を推進しており、市においても、これに対応して様々な分野における

デジタル化を推進することが求められています。 

一方で、歯止めのかからない人口減少・少子高齢化という課題に対しては、これまでにも増して、切

れ目のない子育て支援の拡充が求められるとともに、高齢者の健康寿命延伸を図る市民の健康づくり施

策や、性別、年齢、障害の有無等に関わらずあらゆる人々が活躍できる場の創出などによる生きがいづ

くりへの支援、定住促進を図る住宅施策、魅力的な仕事に従事し、個人が豊かさを実感できるまちづく

りも重要になります。 

加えて、近年の気温上昇や台風・大雨などにより、市街地や農地・農作物等への被害が発生している

ことや、熱中症対策などの市民生活に直接影響する事象も生じており、こうした気候変動への対応も重

要度を増してきています。 

これらの課題を解決する取組を進め、佐倉市が持続可能なまちとなっていくためには、限りある財源

を効果的に配分し、戦略的かつ中長期的に各種施策を展開していく必要があります。 

今回の基礎調査結果で明らかになった課題等に対応するため、中期基本計画期間内（2024 年度～2027

年度）で、特に重点的・分野横断的に取り組むものとして、「地方創生の取組」、「気候変動への対応」の

２つの重点施策を掲げています。 

重点施策に掲げた施策を優先的・重点的に実施することにより、計画全体の着実な推進を先導してい

くことで、SDGs の達成にも寄与していきます。 

  

将来都市像の実現 

SDGｓの達成に貢献 

中期基本計画の推進 
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第１章 福祉・健康 

第２章 都市基盤 

第３章 産業・観光・文化 

第４章 教育 

第５章 市民参加・自治体運営 

２つの重点施策 
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重点施策Ⅰ 地方創生の取組（佐倉市デジタル田園都市構想総合戦略） 

本市では、2011 年をピークに人口が減少し続けており、喫緊の課題である人口減少・少子高齢化に対

応するため、地方創生の取組として、2015 年度から 2019 年度までを計画期間とする「佐倉市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」、2020 年度から 2024 年度までを計画期間とする「第２期佐倉市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に基づき、重点的・分野横断的に施策を推進してきたところです。 

こうした中、2022 年 12 月に、国は、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂し、デジ

タルの力を活用した地域の社会課題解決と魅力向上を図ることを目的として「デジタル田園都市国家構

想総合戦略」を策定し、地方においても、これを勘案して地方版総合戦略の見直しに努めるよう求めて

います。 

これを受けて、本市では、地方創生を目的とする「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の考え方が、

中期基本計画（2024 年度～2027 年度）の期間内において取り組むべき課題への対策と合致することか

ら、中期基本計画の重点施策Ⅰを「佐倉市デジタル田園都市構想総合戦略」とすることとします。 

この重点施策Ⅰでは、「第２期佐倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方は継承しつ

つ、４つあった基本目標を重点戦略として位置付け、これまでも進めてきた、人口減少・少子高齢化に

対応するための地方創生の取組を、デジタル技術を活用し加速させていきます。 

なお、重点戦略の進捗状況を確認し、次の取組への改善につなげるため、重要業績評価指標（KPI）を

設定し、毎年度、行政評価制度を活用しながら、PDCA サイクルが機能するよう、進捗管理を図ります。 
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重点戦略① 地域経済の活力増進を図り、魅力的な「しごと」に就ける機会を提供します 

（１）基本的方向 

2028 年度末に完成予定の成田空港の拡張・機能強化に伴う周辺地域の経済規模拡大を見据え、企業

立地を可能とする産業用地の確保を検討していくとともに、市内企業の競争力向上に向けたデジタル化

などの取組に対する支援や、求職者に対する就労支援など、佐倉市で安心して働ける環境づくりに努め

ます。また、市民が多様な働き方を選択できるよう、テレワークやワーケーション、勤務地へのアクセ

ス向上などに資する取組を含め、魅力的な仕事に従事できる機会提供に努めます。 
 

（２）重点戦略の目標  
重要業績評価指標（KPI） 

現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 

市内従業者数 41,414人 42,746人 

 

（３）重点戦略の内容 

①企業誘致の推進と既存企業等への支援 

企業が新たに市内へ進出できるよう、「都市マスタープラン」や「市街化調整区域の土地利用方針・

地区計画ガイドライン」に沿った産業用地の検討や、官民連携による企業立地支援に努めます。 

市内の既存企業に対しては、企業が持つ魅力を底上げできるよう、事業継続や DX 化、他企業とのマ

ッチング、新規事業の立ち上げ支援等、多様な支援を行います。 

（該当する施策） 

3-1-① 企業の競争力向上に向けた取組を支援します 

3-1-② 企業誘致を進めるとともに、創業及び事業承継を推進します 

3-2-① 競争力のある農林水産業を推進します  
②多様な人材の就業の支援 

市内の農家や企業が有している価値や魅力を活かし、経営力を向上させる取組を支え、就業機会と

雇用を確保していくとともに、若い世代や高齢者、女性、外国人、障害者等多様な人材が活躍できる

場を創出する取組や、誰もが魅力的な仕事に就ける取組を検討し、市民の就労促進や職場への定着支

援を図ります。 

市内在住者のテレワーク推進や小規模事業者への支援の一環として、スマートオフィスプレイス等

での活動を通じ、利用者間の交流を促進することにより、交流から生まれる新たな事業のスタートア

ップ支援など、様々な相乗効果を生み出すことのできる環境づくりに努めます。 

（該当する施策） 

1-3-② 生きがいづくり・介護予防を推進します 

1-4-② 障害福祉サービスを充実します 

3-1-① 企業の競争力向上に向けた取組を支援します【再掲】 

3-1-③ 多様な人材の就業を支援します 

3-2-① 競争力のある農林水産業を推進します【再掲】 
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重点戦略② 佐倉の魅力を発信し、「ひと」の流れをつくり定住につなげます 

（１）基本的方向 

緑豊かな自然環境の保全・活用、歴史的建造物など文化財の保存・活用、ICT の更なる推進等により

豊かな人間性を育み、才能開花を助長する学校教育の充実など、佐倉市が有する魅力的な資源に磨きを

かけ、それらを、デジタル技術を活用し効果的に市内外へと発信することで、訪れたい・住みたい・住

み続けたいと思えるまちづくりを推進します。また、移住・定住サイトによる移住希望者への情報提供

や転入を希望する人に対して、住宅関連の支援を充実し、定住人口の増加を目指します。 
 

（２）重点戦略の目標  
重要業績評価指標（KPI） 

現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 

転入超過数（20歳～49歳） ▲303人 0人 

 

（３）重点戦略の内容 

①佐倉の魅力の発信 

都市型生活や田園的生活などの多様なライフスタイルや、公園・文化財などの地域資源、それらを

活用した休暇の過ごし方など、佐倉市で実現できる様々な生活風景やアクティビティを市内外の人に

向けて、効果的に発信し、来訪者の増加やシビックプライドの醸成を図ります。 

（該当する施策） 

3-3-② 商品造成や営業活動の強化、情報発信の充実を図ります 

5-3-① シティプロモーションの視点による情報発信・情報提供の充実を図ります  
②佐倉の魅力の向上 

印旛沼や里山・竹林などに代表される豊かな自然環境と日本遺産に認定された江戸を感じる北総の

町並みの保全・活用を図るとともに、観光Ｗコア構想に基づき、佐倉の魅力を体感できる取組を推進

します。 

（該当する施策） 

2-1-③ 景観形成による愛着と誇りを持てるまちづくりを推進します 

2-9-① 豊かな自然環境を保全します 

3-3-① 観光客の来訪や消費を喚起する取組を推進します 

3-4-① 文化財の保存・活用を推進します  
③子どもたちの才能が開花する教育と定住を促進する住まいに関する支援の充実 

「佐倉で才能が開花する」というシティプロモーションのブランドメッセージ実現につながる小中

学校の学習環境を整備するとともに、豊かな人間性を育む教育の充実を図ります。また、転入を希望

する人に対し、空き家バンクの利活用や、転出抑制も含めた定住促進を図るための住宅関連の支援を

拡充します。 

（該当する施策） 

2-2-① 良好な住生活の確保及び向上に努めます 

4-1-① 学力向上・学習内容の充実に取り組みます 

4-1-② 豊かな人間性を育む教育に取り組みます 

4-2-① 良好な学習環境を整備します 
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重点戦略① 地域経済の活力増進を図り、魅力的な「しごと」に就ける機会を提供します 

（１）基本的方向 

2028 年度末に完成予定の成田空港の拡張・機能強化に伴う周辺地域の経済規模拡大を見据え、企業

立地を可能とする産業用地の確保を検討していくとともに、市内企業の競争力向上に向けたデジタル化

などの取組に対する支援や、求職者に対する就労支援など、佐倉市で安心して働ける環境づくりに努め

ます。また、市民が多様な働き方を選択できるよう、テレワークやワーケーション、勤務地へのアクセ

ス向上などに資する取組を含め、魅力的な仕事に従事できる機会提供に努めます。 
 

（２）重点戦略の目標  
重要業績評価指標（KPI） 

現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 

市内従業者数 41,414人 42,746人 

 

（３）重点戦略の内容 

①企業誘致の推進と既存企業等への支援 

企業が新たに市内へ進出できるよう、「都市マスタープラン」や「市街化調整区域の土地利用方針・

地区計画ガイドライン」に沿った産業用地の検討や、官民連携による企業立地支援に努めます。 

市内の既存企業に対しては、企業が持つ魅力を底上げできるよう、事業継続や DX 化、他企業とのマ

ッチング、新規事業の立ち上げ支援等、多様な支援を行います。 

（該当する施策） 

3-1-① 企業の競争力向上に向けた取組を支援します 

3-1-② 企業誘致を進めるとともに、創業及び事業承継を推進します 

3-2-① 競争力のある農林水産業を推進します  
②多様な人材の就業の支援 

市内の農家や企業が有している価値や魅力を活かし、経営力を向上させる取組を支え、就業機会と

雇用を確保していくとともに、若い世代や高齢者、女性、外国人、障害者等多様な人材が活躍できる

場を創出する取組や、誰もが魅力的な仕事に就ける取組を検討し、市民の就労促進や職場への定着支

援を図ります。 

市内在住者のテレワーク推進や小規模事業者への支援の一環として、スマートオフィスプレイス等

での活動を通じ、利用者間の交流を促進することにより、交流から生まれる新たな事業のスタートア

ップ支援など、様々な相乗効果を生み出すことのできる環境づくりに努めます。 

（該当する施策） 

1-3-② 生きがいづくり・介護予防を推進します 

1-4-② 障害福祉サービスを充実します 

3-1-① 企業の競争力向上に向けた取組を支援します【再掲】 

3-1-③ 多様な人材の就業を支援します 

3-2-① 競争力のある農林水産業を推進します【再掲】 
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重点戦略② 佐倉の魅力を発信し、「ひと」の流れをつくり定住につなげます 

（１）基本的方向 

緑豊かな自然環境の保全・活用、歴史的建造物など文化財の保存・活用、ICT の更なる推進等により

豊かな人間性を育み、才能開花を助長する学校教育の充実など、佐倉市が有する魅力的な資源に磨きを

かけ、それらを、デジタル技術を活用し効果的に市内外へと発信することで、訪れたい・住みたい・住

み続けたいと思えるまちづくりを推進します。また、移住・定住サイトによる移住希望者への情報提供

や転入を希望する人に対して、住宅関連の支援を充実し、定住人口の増加を目指します。 
 

（２）重点戦略の目標  
重要業績評価指標（KPI） 

現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 

転入超過数（20歳～49歳） ▲303人 0人 

 

（３）重点戦略の内容 

①佐倉の魅力の発信 

都市型生活や田園的生活などの多様なライフスタイルや、公園・文化財などの地域資源、それらを

活用した休暇の過ごし方など、佐倉市で実現できる様々な生活風景やアクティビティを市内外の人に

向けて、効果的に発信し、来訪者の増加やシビックプライドの醸成を図ります。 

（該当する施策） 

3-3-② 商品造成や営業活動の強化、情報発信の充実を図ります 

5-3-① シティプロモーションの視点による情報発信・情報提供の充実を図ります  
②佐倉の魅力の向上 

印旛沼や里山・竹林などに代表される豊かな自然環境と日本遺産に認定された江戸を感じる北総の

町並みの保全・活用を図るとともに、観光Ｗコア構想に基づき、佐倉の魅力を体感できる取組を推進

します。 

（該当する施策） 

2-1-③ 景観形成による愛着と誇りを持てるまちづくりを推進します 

2-9-① 豊かな自然環境を保全します 

3-3-① 観光客の来訪や消費を喚起する取組を推進します 

3-4-① 文化財の保存・活用を推進します  
③子どもたちの才能が開花する教育と定住を促進する住まいに関する支援の充実 

「佐倉で才能が開花する」というシティプロモーションのブランドメッセージ実現につながる小中

学校の学習環境を整備するとともに、豊かな人間性を育む教育の充実を図ります。また、転入を希望

する人に対し、空き家バンクの利活用や、転出抑制も含めた定住促進を図るための住宅関連の支援を

拡充します。 

（該当する施策） 

2-2-① 良好な住生活の確保及び向上に努めます 

4-1-① 学力向上・学習内容の充実に取り組みます 

4-1-② 豊かな人間性を育む教育に取り組みます 

4-2-① 良好な学習環境を整備します 
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重点戦略③ 市民の結婚・出産、子育ての希望を叶えます 

（１）基本的方向 

結婚を希望する市民には、出会いの場を提供するほか、婚姻に結びつく相談・支援を行います。また、

デジタル技術を活用した相談支援など、妊娠期から出産・子育てまで一貫した子育て支援サービスを提

供し、子どもを安心して産み、楽しく子育てできる環境づくりを進めます。 
 

（２）重点戦略の目標  
重要業績評価指標（KPI） 

現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 

佐倉市における年間出生数 757人 994人 

 

（３）重点戦略の内容 

①結婚へつながる機会の提供 

結婚を希望する方がパートナーに巡り会える機会を提供します。また、経済的に余裕がないカップ

ルには、転居費用等を支援します。 

（該当する施策） 

2-8-③ 結婚支援を推進します  
②妊娠・出産・子育て期を通した切れ目のない支援 

妊娠・出産・子育てに関する情報の提供や、相談・支援の充実を図るなど、妊婦や子育て中の世帯

に対する支援の拡充や、収入の少ない子育て世帯に対する経済的負担の軽減を図ります。 

（該当する施策） 

1-2-① 相談・交流の場を充実し、妊娠・出産・育児期に係る切れ目のない支援を行います 

1-2-② 子育てに係る経済的負担を軽減します 

1-2-③ 児童虐待の防止を図ります 

1-2-④ 保育の受け皿の確保等、子どもたちが健やかに育つ環境の整備を図ります 

4-2-③ 安心して学校に通える環境を提供します 
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重点戦略④ 安心して笑顔で暮らし続けられる「まち」をつくります 

（１）基本的方向 

市民が主体的に健康づくりに取り組み、生涯にわたって活力にあふれ、生きがいを持ち、互いに尊重

し合える地域社会の実現を目指します。また、デジタル技術を活用した効率的な行財政運営を進めてい

くとともに、社会基盤の整備を進め、誰もが安全・安心で快適な市民生活を送ることができるまちを目

指します。 
 

（２）重点戦略の目標  
重要業績評価指標（KPI） 

現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 

「佐倉市を住みやすいと感じる市民の割合」
（10年以上居住の市民） 

73.1% 76.1% 

 

（３）重点戦略の内容 

①生涯活躍の場の創出 

健康づくり活動や介護予防の普及・促進、生涯学習環境の充実、持続可能な公共交通網の形成を図

り、誰もが健康で、生涯にわたり活躍できる地域社会の実現を目指します。 

（該当する施策） 

1-3-① 住み慣れた地域での包括的な支援体制を整備します 

1-3-② 生きがいづくり・介護予防を推進します【再掲】 

1-3-③ 認知症施策を推進します 

1-5-① 市民の健康づくりを推進します 

1-5-② 生活習慣病の予防、がんの早期発見を図ります 

2-1-② 持続可能な公共交通網の形成を推進します 

4-3-① 市民の生涯学習を推進します 

4-5-① スポーツを楽しむ機会を提供します  
②市民協働による地域活動の活性化 

地域社会における市民活動を支援し、住民相互の支え合いによる地域づくりを推進します。 

（該当する施策） 

1-1-① 地域の住民がともに支え合うまちづくりを推進します 

5-1-① 地域における市民活動を支援します  
③安全・安心を確保する社会基盤の整備 

道路、上下水道といった市民の生活に欠かすことのできない社会インフラの整備を進めます。 

（該当する施策） 

2-3-② 安全・安心な道路環境を保全します 

2-5-① 経営と施設の健全性、持続性を確保します 

2-5-② 雨水排水施設を適正に管理し浸水被害の軽減に努めます 

2-6-④ 災害に備えた体制を整備します 
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④持続可能な行財政運営 

デジタル化による行政サービスの利便性向上を図るとともに、公共施設等について、市の財政状況

を考慮しつつ適切な修繕や更新を図れるよう、維持管理方法や適正な配置を検討していきます。 

（該当する施策） 

5-5-④ 行政手続の簡素化と利便性の向上を図ります 

5-6-① 効果的・効率的な資産運営をすすめます 

5-6-② 施設の保全を行います 
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横断的視点：デジタル技術の活用 
 

国は、2022 年 12 月、デジタルの力によって地方創生の取組を加速化・深化させていく必要があると

して、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を改訂し、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定し

ました。 

デジタル田園都市国家構想総合戦略においては、デジタルの力を活用しながら、従来のまち・ひと・

しごと創生総合戦略における４つの取組を進めるとされ、地方に対して「ハード・ソフトのデジタル基

盤整備」、「デジタル人材の育成・確保」、「誰一人取り残さないための取組」を強力に推進していくとさ

れています。 

本市においても、重点施策Ⅰ「地方創生の取組（佐倉市デジタル田園都市構想総合戦略）」の４つの重

点戦略において、デジタル技術の積極的な活用を図り、地方創生の取組を加速化することで、誰もがデ

ジタル化の恩恵を享受でき、便利で快適に暮らせる社会の実現を目指します。 

 

～参考：佐倉市デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ※1）推進方針～※2※3※4 

  

 
※1 DX：デジタル技術を活用・浸透させることで人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させていくという概念を示すもの。 

※2 UX：ユーザーが商品やサービスを利用したときに感じる満足感や使い心地など全般を指す。 

※3 BPR：業務本来の目的に向かって既存の組織や制度を抜本的に見直し、プロセスの視点で、職務、業務フロー、管理機構、情報

システムをデザインしなおすこと。 

※4 RPA：これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業やより高度な作業を、ルールエンジンや AI、機械学習等を含む認知技

術を活用して、人間に代わってプログラムが代行・代替する取組のこと。 

佐倉市DX推進方針の全体像

【スローガン２】 DXで「市役所をパワーアップ」 （＝土台づくり）

組組織織ののパパワワーーアアッッププ 職職員員ののパパワワーーアアッッププ
業業務務改改善善ししややすすいい環環境境のの整整備備
（（業業務務シシスステテムムのの標標準準化化・・共共通通化化））

「「従従来来型型のの仕仕事事のの仕仕方方」」のの変変革革
（（紙紙かかららデデーータタ、、電電話話かかららネネッットト、、BPR））

単単純純定定型型作作業業のの自自動動化化
（（AI、、RPA※※4のの活活用用））

職職員員のの意意識識改改革革
（（BPR※※3、、働働きき方方改改革革へへのの理理解解））

職職員員ののワワーーククススタタイイルル改改革革
（（ＩＩＣＣＴＴツツーールル、、オオンンラライインン会会議議、、テテレレワワーークク））

職職員員のの心心身身とと知知識識のの充充実実
（（ワワーーククラライイフフババラランンスス、、ＩＩＣＣＴＴ研研修修、、人人材材育育成成））

「「申申請請ででききるる」」 「「入入手手ででききるる」」 「「学学べべるる」」

行行政政手手続続ののオオンンラライインン化化

事事前前予予約約にによよるる効効率率化化

ママイイナナンンババーーカカーードドのの普普及及促促進進

キキャャッッシシュュレレスス決決済済のの充充実実

ココンンビビニニ交交付付ササーービビスス

既既存存のの情情報報発発信信媒媒体体のの充充実実
（（ホホーームムペペーージジ、、広広報報紙紙））

新新たたなな情情報報発発信信媒媒体体へへのの展展開開
（（ＳＳＮＮＳＳ、、ププッッシシュュ型型配配信信））

オオーーププンンデデーータタのの充充実実

公公共共施施設設内内ののフフリリーーWi-Fi整整備備

社社会会教教育育施施設設のの市市民民端端末末整整備備

高高齢齢者者向向けけICT教教育育のの充充実実

学学校校ににおおけけるるICT教教育育のの充充実実

【スローガン１】 誰もが、いつでも、どこでも、「市役所とつながる」
（＝ＵＸ

※2
の視点）
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④持続可能な行財政運営 
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5-6-① 効果的・効率的な資産運営をすすめます 
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（＝ＵＸ

※2
の視点）
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重点施策Ⅱ 気候変動への対応 

（１）佐倉市が取り組む理由 

印旛沼を擁する佐倉市では、流入河川の氾濫がたびたび発生するなど、洪水調整機能の強化が地域課

題の一つとなっています。近年では、地球温暖化等の影響により、ゲリラ豪雨の頻発化など、内水氾濫

のリスクも増大しています。また、佐倉市は、熱中症リスクの指標となる『暑さ指数（WBGT）』も高い

状況にあり、2023 年 6 月から 8 月においては、熱中症警戒アラートが発表される基準である「33 以上」

となった延べ時間数が全国１位となるなど、気候変動によるさまざまな影響が市内で顕在化しつつあり

ます。 

一方、本市には、地球温暖化の要因となる二酸化炭素を吸収できる「緑」が豊富であるととともに、

里山や竹林といった身近にある「緑」を保全しようとする民間の取組が活発に行われているなど、気候

変動対策の二本柱である「緩和」と「適応」を推し進める土壌が整っていることから、佐倉市が率先し

て行動し、周辺自治体の模範となるよう取り組むべきと考えています。 

2018 年に成立した気候変動適応法では、地方公共団体の責務として、地域の自然的経済的社会的状

況に応じた気候変動適応に関する施策推進に努めるよう規定されており、地域気候変動適応計画の策定

や、地域気候変動適応センターの機能確保を努力義務と定めています。佐倉市では 2019 年の台風・大

雨で甚大な被害を被った経験もあることから、喫緊の課題である気候変動への対応を重点施策に位置付

け、取組を推進していきます。 
 

（２）重点施策の内容 

①市民意識の醸成 

私たちは、気候変動の影響を受ける最大

の被害者が「人間」であると同時に、その

原因者も「人間」であることを認識するこ

とが重要です。 

市民一人ひとりが、気候変動を自分事と

して捉え、その影響へ「適応」、さらには、

その「緩和」のための行動が自発的に行え

るよう、広報活動や学校教育等により市民

意識の醸成に資する取組を進めます。 

（該当する主な取組） 

・広報紙を活用した市民周知（2-9-

④：地球温暖化対策を推進します） 

・学校教育における ESD の充実（4-1-

②：豊かな人間性を育む教育に取り組みます）  など  
②行動計画の策定 

既に顕在化している影響に「適応」しつつ、気候変動を「緩和」させていくためには、気候変動適

応施策を計画的に進めていくことが重要です。2023 年 10 月から企画政策課内に気候変動対策準備室

を設置し、本市における気候変動の影響について分析するとともに、分析結果に基づく取組を整理し

た「行動計画」を策定します。 
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なお、気候変動適応施策として、その実効性を担保するためには、気候変動に関連した指標設定が

重要となりますが、これらの指標については、地域気候変動適応計画となる「行動計画」の中で整理

します。 

（該当する主な取組） 

・本市における気候変動の現状分析（2-9-④：地球温暖化対策を推進します） 

・地域気候変動適応センターとなる課内室の設置（5-5-①：人事管理の適正化を推進します） 

・行動計画の進捗管理（2-9-④：地球温暖化対策を推進します）  など  
③施策連携による「適応策」及び「緩和策」の推進 

気候変動に伴う影響は、様々な分野で発現しており、「行動計画」の策定を待たず、「できる事」か

らの取組が求められています。 

佐倉市がこれまでに取り組んできた施策や、この中期基本計画で整理した他の施策の中にも、気候

変動に「適応」、あるいは「緩和」が期待できる取組もあり、これら施策についても、気候変動適応施

策の一環として位置付け、推進していきます。 

（該当する主な取組） 

ア）適応策の推進 

・熱中症対策（1-5-①：市民の健康づくりを推進します） 

・グリーンインフラの活用（2-4-②：みどりを活用し、持続可能で豊かな暮らしを実現します） 

・治水対策（2-5-②：雨水排水施設を適正に管理し浸水被害の軽減に努めます） 

・谷津環境の保全（2-9-①：豊かな自然環境を保全します） 

・農業農村の持つ多面的機能の維持（3-2-②：美しく活力のある農村社会にします）  など 

イ）緩和策の推進 

・4R（リユース、リサイクル、リデュース、リフューズ）の推進（2-9-②：ごみの減量化・資源

化を推進します） 

・ゴミの分別によるリサイクルの促進（2-9-②：ごみの減量化・資源化を推進します） 

・ペットボトルの削減策としてのマイボトル活用の推進（2-9-②：ごみの減量化・資源化を推進

します） 

・自然共生サイトの維持に係る支援（2-9-④：地球温暖化対策を推進します） 

・省エネルギーの促進（2-9-④：地球温暖化対策を推進します） 

・再生可能エネルギーの普及（2-9-④：地球温暖化対策を推進します）  など 
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変動に「適応」、あるいは「緩和」が期待できる取組もあり、これら施策についても、気候変動適応施

策の一環として位置付け、推進していきます。 
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ア）適応策の推進 
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・農業農村の持つ多面的機能の維持（3-2-②：美しく活力のある農村社会にします）  など 

イ）緩和策の推進 
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・再生可能エネルギーの普及（2-9-④：地球温暖化対策を推進します）  など 
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第５次佐倉市総合計画における SDGs の考え方 

（１）SDGs とは 

SDGs は、「Sustainable Development Goals」の略で、2015 年 9 月の国連サミットにおいて 2030

年までの長期的な開発の指針として採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中

核を成す「持続可能な開発目標」であり、先進国を含む国際社会共通の目標です。 

持続可能な世界を実現するための包括的な 17 の目標及び細分化された 169 のターゲットから構

成され、地球上の「誰一人として取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる

広範囲な課題に対する統合的な取組が示されています。 

 

 
 

（２）佐倉市に期待される SDGs の取組と施策の関係 

国は、SDGs の 17 の目標や 169 のターゲットに示される多様な項目の追求が、日本の各地域にお

ける諸課題の解決に貢献し、地方創生を推進するものであるとしています。また、それぞれの目標

に対し、国際的な地方自治体の連合組織である UCLG（United Cities & Local Governments）は自

治体行政が果たし得る役割を示しています。この UCLGが示す役割を SDGsの 17の目標毎に明示し、

本計画の基本施策との関係を次の表のとおりまとめました。 

第５次佐倉市総合計画の推進を図ることにより、多くの SDGs の目標の達成に寄与していきます。 

また、2030 年までに SDGs に掲げる 17 の目標を達成するためには、市民一人ひとりが様々な地

域課題を「自分ごと」として考え、行動することが重要であり、誰一人取り残さないという SDGs

の理念のもと、各施策間の有機的な連携を図りながら推進することで、地域課題解決の加速化も期

待されます。持続可能な社会の実現に向け、企業や市民団体などあらゆるステークホルダーと連携

しながら、国が進める SDGs 未来都市の選定も視野に、中期基本計画に位置づけた各種施策を進め

ていきます。 

 

（３）SDGs の目標に寄与する指標の設定 

中期基本計画では、新たに「SDGs の目標に寄与する指標」を設定しています。各基本施策に設け

た成果指標を SDGs の 169 のターゲットと照らし合わせ、いずれかのターゲットに寄与すると判断

したものを「SDGs の目標に寄与する指標」としました。  

 

45 

＜中期基本計画と SDGsの関係性＞ 
 

 

1  あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を特定し、支援する上で最も適したポジシ

ョンにいます。 

各自治体においてすべての市民に必要最低限の暮らしが確保されるよう、きめ細

やかな支援策が求められています。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-1地域福祉（P60）,1-2子育て支援（P62） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会

保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧

困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成す

る。 

1-1地域福祉

（P60） 

生活困窮者支援プラン策

定件数 

1-2子育て支援

（P62） 

ひとり親家庭対応件数 

 
 

 

2  飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進

する 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食料生産の支

援を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公

的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を推進し安全な食料確保に貢献す

ることもできます。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-1地域福祉（P60）,1-2子育て支援（P62）,1-5健康づくり（P68）,3-2農業振

興（P94） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

2.4 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を

増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な

気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に

対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と

土壌の質を改善させるような、持続可能な食

料生産システムを確保し、強靭（レジリエン

ト）な農業を実践する。 

3-2農業振興

（P94） 

認定農業者等を含む担い

手への農地利用集積面積 

有機農業に取り組む農地

面積 

  

－ 44 －

S
D
G
S



 

44 
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（２）佐倉市に期待される SDGs の取組と施策の関係 

国は、SDGs の 17 の目標や 169 のターゲットに示される多様な項目の追求が、日本の各地域にお

ける諸課題の解決に貢献し、地方創生を推進するものであるとしています。また、それぞれの目標

に対し、国際的な地方自治体の連合組織である UCLG（United Cities & Local Governments）は自

治体行政が果たし得る役割を示しています。この UCLGが示す役割を SDGsの 17の目標毎に明示し、

本計画の基本施策との関係を次の表のとおりまとめました。 

第５次佐倉市総合計画の推進を図ることにより、多くの SDGs の目標の達成に寄与していきます。 

また、2030 年までに SDGs に掲げる 17 の目標を達成するためには、市民一人ひとりが様々な地

域課題を「自分ごと」として考え、行動することが重要であり、誰一人取り残さないという SDGs

の理念のもと、各施策間の有機的な連携を図りながら推進することで、地域課題解決の加速化も期

待されます。持続可能な社会の実現に向け、企業や市民団体などあらゆるステークホルダーと連携

しながら、国が進める SDGs 未来都市の選定も視野に、中期基本計画に位置づけた各種施策を進め

ていきます。 

 

（３）SDGs の目標に寄与する指標の設定 

中期基本計画では、新たに「SDGs の目標に寄与する指標」を設定しています。各基本施策に設け

た成果指標を SDGs の 169 のターゲットと照らし合わせ、いずれかのターゲットに寄与すると判断

したものを「SDGs の目標に寄与する指標」としました。  
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＜中期基本計画と SDGsの関係性＞ 
 

 

1  あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を特定し、支援する上で最も適したポジシ

ョンにいます。 

各自治体においてすべての市民に必要最低限の暮らしが確保されるよう、きめ細

やかな支援策が求められています。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-1地域福祉（P60）,1-2子育て支援（P62） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会

保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧

困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成す

る。 

1-1地域福祉

（P60） 

生活困窮者支援プラン策

定件数 

1-2子育て支援

（P62） 

ひとり親家庭対応件数 

 
 

 

2  飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進

する 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食料生産の支

援を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公

的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を推進し安全な食料確保に貢献す

ることもできます。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-1地域福祉（P60）,1-2子育て支援（P62）,1-5健康づくり（P68）,3-2農業振

興（P94） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

2.4 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を

増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な

気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に

対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と

土壌の質を改善させるような、持続可能な食

料生産システムを確保し、強靭（レジリエン

ト）な農業を実践する。 

3-2農業振興

（P94） 

認定農業者等を含む担い

手への農地利用集積面積 

有機農業に取り組む農地

面積 
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3  あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

≪UCLGが示す役割≫ 

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住

民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことによって住民の健康

状態を維持・改善可能であるという研究結果も得られています。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-2子育て支援（P62）,1-5健康づくり（P68）,2-3道路環境（P76）,2-7防犯・

交通安全（P84）,2-9環境保全（P88）,4-5スポーツ振興（P110） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

3.6 2020年までに、世界の道路交通事故による死

傷者を半減させる。 

2-7防犯・交通

安全（P84） 

交通事故発生件数 

3.8 全ての人々に対する財政リスクからの保護、

質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス

及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医

薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバ

ーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成

する。 

1-5健康づくり

（P68） 

健康寿命（65歳における

平均自立期間） 

がん検診受診率 

「かかりつけ医」を決め

ている市民の割合 

「かかりつけ薬剤師・薬

局」を決めている市民の

割合 

3.9 2030年までに、有害化学物質、並びに大気、

水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件

数を大幅に減少させる。 

2-9環境保全

（P88） 

環境基準達成率 

3.d 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規

模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和

及び危険因子管理のための能力を強化する。 

1-5健康づくり

（P68） 

特定健康診査受診率 
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4  すべての人々への包括的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を

促進する 

≪UCLGが示す役割≫ 

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非

常に大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育

と社会教育の両面における自治体行政の取組は重要です。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-2子育て支援（P62）,1-4障害者福祉（P66）,2-9環境保全（P88）,3-1商工業

振興（P92）,4-1学校教育（P102）,4-2教育環境（P104）,4-3生涯学習

（P106）,4-4青少年健全育成（P108）,5-2平和・国際化（P116）,5-4人権・男

女平等参画（P120） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

4.1 2030年までに、全ての子供が男女の区別な

く、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、

無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教

育を修了できるようにする。 

4-1学校教育

（P102） 

学習状況調査における平

均正答率 

授業に ICTを活用して指

導できる教員の割合 

4.2 2030年までに、全ての子供が男女の区別な

く、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前

教育にアクセスすることにより、初等教育を

受ける準備が整うようにする。 

1-2子育て支援

（P62） 

子育て支援サービスにつ

いて、「満足」、「やや満

足」と回答した市民の割

合 

待機児童（保育園・学童

保育） 

4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育

及び持続可能なライフスタイル、人権、男女

の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グロ

ーバル・シチズンシップ、文化多様性と文化

の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通

して、全ての学習者が、持続可能な開発を促

進するために必要な知識及び技能を習得でき

るようにする。 

4-1学校教育

（P102） 

佐倉の歴史や自然に興味

があると回答する児童生

徒の割合 

4-3生涯学習

（P106） 

生涯学習施設及び学習内

容について満足してい

る、やや満足していると

答えた市民の割合 

4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施

設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴

力的、包摂的、効果的な学習環境を提供でき

るようにする。 

4-2教育環境

（P104） 

学校が楽しいと感じる児

童・生徒の割合 
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3  あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

≪UCLGが示す役割≫ 

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住

民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことによって住民の健康

状態を維持・改善可能であるという研究結果も得られています。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-2子育て支援（P62）,1-5健康づくり（P68）,2-3道路環境（P76）,2-7防犯・

交通安全（P84）,2-9環境保全（P88）,4-5スポーツ振興（P110） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

3.6 2020年までに、世界の道路交通事故による死

傷者を半減させる。 

2-7防犯・交通

安全（P84） 

交通事故発生件数 

3.8 全ての人々に対する財政リスクからの保護、

質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス

及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医

薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバ

ーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成

する。 

1-5健康づくり

（P68） 

健康寿命（65歳における

平均自立期間） 

がん検診受診率 

「かかりつけ医」を決め

ている市民の割合 

「かかりつけ薬剤師・薬

局」を決めている市民の

割合 

3.9 2030年までに、有害化学物質、並びに大気、

水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件

数を大幅に減少させる。 

2-9環境保全

（P88） 

環境基準達成率 

3.d 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規

模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和

及び危険因子管理のための能力を強化する。 

1-5健康づくり

（P68） 

特定健康診査受診率 
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4  すべての人々への包括的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を

促進する 

≪UCLGが示す役割≫ 

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非

常に大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育

と社会教育の両面における自治体行政の取組は重要です。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-2子育て支援（P62）,1-4障害者福祉（P66）,2-9環境保全（P88）,3-1商工業

振興（P92）,4-1学校教育（P102）,4-2教育環境（P104）,4-3生涯学習

（P106）,4-4青少年健全育成（P108）,5-2平和・国際化（P116）,5-4人権・男

女平等参画（P120） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

4.1 2030年までに、全ての子供が男女の区別な

く、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、

無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教

育を修了できるようにする。 

4-1学校教育

（P102） 

学習状況調査における平

均正答率 

授業に ICTを活用して指

導できる教員の割合 

4.2 2030年までに、全ての子供が男女の区別な

く、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前

教育にアクセスすることにより、初等教育を

受ける準備が整うようにする。 

1-2子育て支援

（P62） 

子育て支援サービスにつ

いて、「満足」、「やや満

足」と回答した市民の割

合 

待機児童（保育園・学童

保育） 

4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育

及び持続可能なライフスタイル、人権、男女

の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グロ

ーバル・シチズンシップ、文化多様性と文化

の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通

して、全ての学習者が、持続可能な開発を促

進するために必要な知識及び技能を習得でき

るようにする。 

4-1学校教育

（P102） 

佐倉の歴史や自然に興味

があると回答する児童生

徒の割合 

4-3生涯学習

（P106） 

生涯学習施設及び学習内

容について満足してい

る、やや満足していると

答えた市民の割合 

4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施

設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴

力的、包摂的、効果的な学習環境を提供でき

るようにする。 

4-2教育環境

（P104） 

学校が楽しいと感じる児

童・生徒の割合 
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5  ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女子のエンパワーメント（能力

強化）を行う 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治

体行政や社会システムにジェンダー平等を反映させるために行政職員や審議会委

員等における女性の割合を増やすのも重要な取組といえます。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-2子育て支援（P62）,5-4人権・男女平等参画（P120） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの

意思決定において、完全かつ効果的な女性の

参画及び平等なリーダーシップの機会を確保

する。 

5-4人権・男女

平等参画

（P120） 

各種審議会、委員会等の

女性委員比率 

 
 

 

6  すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

≪UCLGが示す役割≫ 

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自

治体の行政サービスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水

質を良好に保つことも自治体の大事な責務です。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

2-5上下水道（P80）,2-9環境保全（P88） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

6.1 2030年までに、全ての人々の、安全で安価な

飲料水の普遍的かつ衡平なアクセスを達成す

る。 

2-5上下水道

（P80） 

上水道重要施設までの水

道管の耐震適合率 

6.2 2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等

な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成

し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、

並びに脆弱な立場にある人々のニーズに特に

注意を払う。 

下水道管点検・調査率 

6.3 2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有

害な化学物・物質の放出の最小化、未処理の

排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用

の世界的規模で大幅に増加させることによ

り、水質を改善する。 

2-9環境保全

（P88） 

生活排水処理率 
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7  すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な現代的エネルギーへのアクセ

スを確保する 

≪UCLGが示す役割≫ 

公共建築物に対して率先して省/再エネを推進したり、住民が省/再エネ対策を推

進する際に補助を出す等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー

源へのアクセスを増やすことも自治体の大きな役割と言えます。 

≪該当する基本施策≫ 

2-9環境保全（P88） 

≪該当する指標≫ 

なし 

 
 

 

8  包括的かつ持続可能な経済成長、およびすべての人々の完全かつ生産的な雇用

と適切な雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に

関与することができます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通

して労働者の待遇を改善することも可能な立場にあります。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-1地域福祉（P60）,1-3高齢者福祉（P64）,1-4障害者福祉（P66）,3-1商工業

振興（P92）,3-3観光振興（P96）,3-4文化・芸術振興（P98）,5-5行財政運営

（P122） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに

重点を置くことなどにより、多様化、技術向

上及びイノベーションを通じた高いレベルの

経済生産性を達成する。 

3-1商工業振興

（P92） 

企業誘致助成金新規受給

企業数 

8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及

びイノベーションを支援する開発重視型の政

策を促進するとともに、金融サービスへのア

クセス改善などを通じて中小零細企業の設立

や成長を奨励する。 

佐倉商工会議所会員事業

者組織率 

起業塾（入門編・実践

編）受講者の創業者数 

8.5 2030年までに、若者や障害者を含む全ての男

性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働

きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労

働同一賃金を達成する。 

地域職業相談室における

市内相談者の就職率 

8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・

産品販促につながる持続可能な観光業を促進

するための政策を立案し実施する。 

3-3観光振興

（P96） 

観光文化施設等入込客数 

佐倉市観光文化サイト

「となりの佐倉」閲覧数 

3-4文化・芸術

振興（P98） 

年間来館者数（市民音楽

ホール・市立美術館） 
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5  ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女子のエンパワーメント（能力

強化）を行う 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治

体行政や社会システムにジェンダー平等を反映させるために行政職員や審議会委

員等における女性の割合を増やすのも重要な取組といえます。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-2子育て支援（P62）,5-4人権・男女平等参画（P120） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの

意思決定において、完全かつ効果的な女性の

参画及び平等なリーダーシップの機会を確保

する。 

5-4人権・男女

平等参画

（P120） 

各種審議会、委員会等の

女性委員比率 

 
 

 

6  すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

≪UCLGが示す役割≫ 

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自

治体の行政サービスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水

質を良好に保つことも自治体の大事な責務です。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

2-5上下水道（P80）,2-9環境保全（P88） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

6.1 2030年までに、全ての人々の、安全で安価な

飲料水の普遍的かつ衡平なアクセスを達成す

る。 

2-5上下水道

（P80） 

上水道重要施設までの水

道管の耐震適合率 

6.2 2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等

な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成

し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、

並びに脆弱な立場にある人々のニーズに特に

注意を払う。 

下水道管点検・調査率 

6.3 2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有

害な化学物・物質の放出の最小化、未処理の

排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用

の世界的規模で大幅に増加させることによ

り、水質を改善する。 

2-9環境保全

（P88） 

生活排水処理率 
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7  すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な現代的エネルギーへのアクセ

スを確保する 

≪UCLGが示す役割≫ 

公共建築物に対して率先して省/再エネを推進したり、住民が省/再エネ対策を推

進する際に補助を出す等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー

源へのアクセスを増やすことも自治体の大きな役割と言えます。 

≪該当する基本施策≫ 

2-9環境保全（P88） 

≪該当する指標≫ 

なし 

 
 

 

8  包括的かつ持続可能な経済成長、およびすべての人々の完全かつ生産的な雇用

と適切な雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に

関与することができます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通

して労働者の待遇を改善することも可能な立場にあります。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-1地域福祉（P60）,1-3高齢者福祉（P64）,1-4障害者福祉（P66）,3-1商工業

振興（P92）,3-3観光振興（P96）,3-4文化・芸術振興（P98）,5-5行財政運営

（P122） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに

重点を置くことなどにより、多様化、技術向

上及びイノベーションを通じた高いレベルの

経済生産性を達成する。 

3-1商工業振興

（P92） 

企業誘致助成金新規受給

企業数 

8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及

びイノベーションを支援する開発重視型の政

策を促進するとともに、金融サービスへのア

クセス改善などを通じて中小零細企業の設立

や成長を奨励する。 

佐倉商工会議所会員事業

者組織率 

起業塾（入門編・実践

編）受講者の創業者数 

8.5 2030年までに、若者や障害者を含む全ての男

性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働

きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労

働同一賃金を達成する。 

地域職業相談室における

市内相談者の就職率 

8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・

産品販促につながる持続可能な観光業を促進

するための政策を立案し実施する。 

3-3観光振興

（P96） 

観光文化施設等入込客数 

佐倉市観光文化サイト

「となりの佐倉」閲覧数 

3-4文化・芸術

振興（P98） 

年間来館者数（市民音楽

ホール・市立美術館） 
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9  強靭（レジリエント）なインフラ構築、包括的かつ持続可能な産業化の促進、

およびイノベーションの拡大を図る 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経

済の活性化戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノ

ベーションを創出することにも貢献することができます。 

≪該当する基本施策≫ 

2-1都市計画・公共交通（P72）,2-3

道路環境（P76）,2-9環境保全

（P88）,3-1商工業振興（P92） 

≪該当する指標≫ 

なし 

 
 

 

10 各国内および各国間の不平等を是正する 

≪UCLGが示す役割≫ 

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができま

す。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求

められています。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-1地域福祉（P60）,1-3高齢者福祉（P64）,1-4障害者福祉（P66）,2-8市民相

談・結婚支援（P86）,5-2平和・国際化（P116）,5-4人権・男女平等参画

（P120） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民

族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他

の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化

及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進

する。 

1-4障害者福祉

（P66） 

障害理解促進に係るイベ

ントの参加者数 

（施設入所等からの）地

域移行者数 

5-2平和・国際

化（P116） 

多様性を認め合い、外国

人、外国文化に理解ある

態度が取れる市民の割合 

5-4人権・男女

平等参画

（P120） 

人権尊重のまちづくりデ

リバリー事業で「人権問

題への理解や関心が深ま

った」と回答した人の割

合 
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11 包括的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市および人間居住を実

現する 

≪UCLGが示す役割≫ 

包括的で、安全な強靭で持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政

職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の

中で自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっています。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

2-1都市計画・公共交通（P72）,2-2住宅・住環境（P74）,2-3道路環境

（P76）,2-4公園・緑地整備（P78）,2-6消防・防災（P82）,2-9環境保全

（P88）,3-4文化・芸術振興（P98）,5-6資産管理・運営（P124） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

11.2 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女

性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に

配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交

通の安全性改善により、全ての人々に、安全

かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸

送システムへのアクセスを提供する。 

2-1都市計画・

公共交通

（P72） 

公共交通が利用しやすい

と思う市民の割合 

11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の

努力を強化する。 

3-4文化・芸術

振興（P98） 

指定・登録文化財等の数 

11.7 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害

者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容

易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセス

を提供する。 

2-4公園・緑地

整備（P78） 

佐倉市内の公園の利用頻

度 
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9  強靭（レジリエント）なインフラ構築、包括的かつ持続可能な産業化の促進、

およびイノベーションの拡大を図る 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経

済の活性化戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノ

ベーションを創出することにも貢献することができます。 

≪該当する基本施策≫ 

2-1都市計画・公共交通（P72）,2-3

道路環境（P76）,2-9環境保全

（P88）,3-1商工業振興（P92） 

≪該当する指標≫ 

なし 

 
 

 

10 各国内および各国間の不平等を是正する 

≪UCLGが示す役割≫ 

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができま

す。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求

められています。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-1地域福祉（P60）,1-3高齢者福祉（P64）,1-4障害者福祉（P66）,2-8市民相

談・結婚支援（P86）,5-2平和・国際化（P116）,5-4人権・男女平等参画

（P120） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民

族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他

の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化

及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進

する。 

1-4障害者福祉

（P66） 

障害理解促進に係るイベ

ントの参加者数 

（施設入所等からの）地

域移行者数 

5-2平和・国際

化（P116） 

多様性を認め合い、外国

人、外国文化に理解ある

態度が取れる市民の割合 

5-4人権・男女

平等参画

（P120） 

人権尊重のまちづくりデ

リバリー事業で「人権問

題への理解や関心が深ま

った」と回答した人の割

合 
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11 包括的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市および人間居住を実

現する 

≪UCLGが示す役割≫ 

包括的で、安全な強靭で持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政

職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の

中で自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっています。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

2-1都市計画・公共交通（P72）,2-2住宅・住環境（P74）,2-3道路環境

（P76）,2-4公園・緑地整備（P78）,2-6消防・防災（P82）,2-9環境保全

（P88）,3-4文化・芸術振興（P98）,5-6資産管理・運営（P124） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

11.2 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女

性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に

配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交

通の安全性改善により、全ての人々に、安全

かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸

送システムへのアクセスを提供する。 

2-1都市計画・

公共交通

（P72） 

公共交通が利用しやすい

と思う市民の割合 

11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の

努力を強化する。 

3-4文化・芸術

振興（P98） 

指定・登録文化財等の数 

11.7 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害

者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容

易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセス

を提供する。 

2-4公園・緑地

整備（P78） 

佐倉市内の公園の利用頻

度 
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12 持続可能な生産消費形態を確保する 

≪UCLGが示す役割≫ 

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。こ

れを推進するためには市民一人一人の意識や行動を見直す必要があります。省エ

ネや 3Rの徹底など、市民対象の環境教育などを行うことでこの流れを加速させ

ることが可能です。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

2-9環境保全（P88）,5-5行財政運営（P122） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再

生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大

幅に削減する。 

2-9環境保全

（P88） 

ごみ総排出量 

 
 

 

13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

≪UCLGが示す役割≫ 

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従

来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検

討と策定を各自治体で行うことが求められています。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

2-5上下水道（P80）,2-6消防・防災（P82）,2-9環境保全（P88） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

13.1 全ての国々において、気候関連災害や自然災

害に対する強靱性（レジリエンス）及び適応

の能力を強化する。 

2-5上下水道

（P80） 

排水ポンプ施設（排水ポ

ンプ・操作盤・水位計

等）の更新数 

2-6消防・防災

（P82） 

災害に対して備えのある

市民の割合 

災害情報メール登録者数 

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警

戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機

能を改善する。 

2-9環境保全

（P88） 

市役所の温室効果ガス

（CO2）排出量 

市全体の温室効果ガス

（CO2）排出量 
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14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能に利用する 

≪UCLGが示す役割≫ 

海洋汚染の原因の 8割は陸上の活動に起因していると言われています。まちの中

で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だ

けでなくすべての自治体で汚染対策を講じることが重要です。 

≪該当する基本施策≫ 

2-9環境保全（P88） 

≪該当する指標≫ 

なし 

 
 

 

15 陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂

漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止

する 

≪UCLGが示す役割≫ 

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有

するといえます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じ

るのではなく、国や周辺自治体、その他関係者との連携が不可欠です。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

2-4公園・緑地整備（P78）,2-9環境保全（P88） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

15.1 2020年までに、国際協定の下での義務に則っ

て、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめと

する陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれら

のサービスの保全、回復及び持続可能な利用

を確保する。 

2-4公園・緑地

整備（P78） 

佐倉市全体のみどりの

“量”に対する満足度 

佐倉市全体のみどりの

“質”に対する満足度 
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12 持続可能な生産消費形態を確保する 

≪UCLGが示す役割≫ 

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。こ

れを推進するためには市民一人一人の意識や行動を見直す必要があります。省エ

ネや 3Rの徹底など、市民対象の環境教育などを行うことでこの流れを加速させ

ることが可能です。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

2-9環境保全（P88）,5-5行財政運営（P122） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再

生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大

幅に削減する。 

2-9環境保全

（P88） 

ごみ総排出量 

 
 

 

13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

≪UCLGが示す役割≫ 

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従

来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検

討と策定を各自治体で行うことが求められています。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

2-5上下水道（P80）,2-6消防・防災（P82）,2-9環境保全（P88） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

13.1 全ての国々において、気候関連災害や自然災

害に対する強靱性（レジリエンス）及び適応

の能力を強化する。 

2-5上下水道

（P80） 

排水ポンプ施設（排水ポ

ンプ・操作盤・水位計

等）の更新数 

2-6消防・防災

（P82） 

災害に対して備えのある

市民の割合 

災害情報メール登録者数 

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警

戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機

能を改善する。 

2-9環境保全

（P88） 

市役所の温室効果ガス

（CO2）排出量 

市全体の温室効果ガス

（CO2）排出量 
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14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能に利用する 

≪UCLGが示す役割≫ 

海洋汚染の原因の 8割は陸上の活動に起因していると言われています。まちの中

で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だ

けでなくすべての自治体で汚染対策を講じることが重要です。 

≪該当する基本施策≫ 

2-9環境保全（P88） 

≪該当する指標≫ 

なし 

 
 

 

15 陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂

漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止

する 

≪UCLGが示す役割≫ 

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有

するといえます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じ

るのではなく、国や周辺自治体、その他関係者との連携が不可欠です。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

2-4公園・緑地整備（P78）,2-9環境保全（P88） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

15.1 2020年までに、国際協定の下での義務に則っ

て、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめと

する陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれら

のサービスの保全、回復及び持続可能な利用

を確保する。 

2-4公園・緑地

整備（P78） 

佐倉市全体のみどりの

“量”に対する満足度 

佐倉市全体のみどりの

“質”に対する満足度 

  

－ 53 －

S
D
G
S



 

54 

 
 

 

16 持続可能な開発のための平和で包括的な社会の促進、すべての人々への司法へ

のアクセス提供、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包括的な制

度の構築を図る 

≪UCLGが示す役割≫ 

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多

くの市民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治

体の役割といえます。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-2子育て支援（P62）,5-1コミュニティ（P114）,5-2平和・国際化（P116）,5-

4人権・男女平等参画（P120）,5-5行財政運営（P122） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

16.1 あらゆる場所において、全ての形態の暴力及

び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させ

る。 

5-4人権・男女

平等参画

（P120） 

DV防止啓発の情報発信回

数 

16.2 子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる

形態の暴力及び拷問を撲滅する。 

1-2子育て支援

（P62） 

児童虐待防止ネットワー

ク会議の開催数 

16.6 あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任の

ある透明性の高い公共機関を発展させる。 

5-5行財政運営

（P122） 

経常収支比率 

市税収入率（現年課税分

＋滞納繰越分） 

電子申請サービスの利用

手続数 
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17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを

活性化する 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体は公的/民間セクター、市民、NGO/NPOなど多くの関係者を結び付け、

パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構

築していく上で多様な主体の協力関係を築くことは極めて重要です。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-1地域福祉（P60）,2-9環境保全（P88）,5-1コミュニティ（P114）,5-3情報発

信・共有、広聴（P118）,5-6資産管理・運営（P124）,5-7企業・高等教育機関

等との連携（P126） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦

略を基にした、効果的な公的、官民、市民社

会のパートナーシップを奨励・推進する。 

1-1地域福祉

（P60） 

地域福祉活動ボランティ

ア人数 

5-1コミュニテ

ィ（P114） 

自治会・町内会への加入

率 

まちづくり活動に参加し

たことがある市民の割合 

コミュニティセンター、

市民公益活動サポートセ

ンターの利用者数 

5-7企業・高等

教育機関等との

連携（P126） 

包括連携協定に基づく協

働事業 
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16 持続可能な開発のための平和で包括的な社会の促進、すべての人々への司法へ

のアクセス提供、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包括的な制

度の構築を図る 

≪UCLGが示す役割≫ 

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多

くの市民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治

体の役割といえます。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-2子育て支援（P62）,5-1コミュニティ（P114）,5-2平和・国際化（P116）,5-

4人権・男女平等参画（P120）,5-5行財政運営（P122） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

16.1 あらゆる場所において、全ての形態の暴力及

び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させ

る。 

5-4人権・男女

平等参画

（P120） 

DV防止啓発の情報発信回

数 

16.2 子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる

形態の暴力及び拷問を撲滅する。 

1-2子育て支援

（P62） 

児童虐待防止ネットワー

ク会議の開催数 

16.6 あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任の

ある透明性の高い公共機関を発展させる。 

5-5行財政運営

（P122） 

経常収支比率 

市税収入率（現年課税分

＋滞納繰越分） 

電子申請サービスの利用

手続数 
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17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを

活性化する 

≪UCLGが示す役割≫ 

自治体は公的/民間セクター、市民、NGO/NPOなど多くの関係者を結び付け、

パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構

築していく上で多様な主体の協力関係を築くことは極めて重要です。 

≪該当する基本施策（下線は「SDGsの目標に寄与する指標」有）≫ 

1-1地域福祉（P60）,2-9環境保全（P88）,5-1コミュニティ（P114）,5-3情報発

信・共有、広聴（P118）,5-6資産管理・運営（P124）,5-7企業・高等教育機関

等との連携（P126） 
 

対応する SDGsのターゲット 
該当する 

基本施策 

SDGsの目標に 

寄与する指標 

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦

略を基にした、効果的な公的、官民、市民社

会のパートナーシップを奨励・推進する。 

1-1地域福祉

（P60） 

地域福祉活動ボランティ

ア人数 

5-1コミュニテ

ィ（P114） 

自治会・町内会への加入

率 

まちづくり活動に参加し

たことがある市民の割合 

コミュニティセンター、

市民公益活動サポートセ

ンターの利用者数 

5-7企業・高等

教育機関等との

連携（P126） 

包括連携協定に基づく協

働事業 
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第１章 ともに支え合い誰もがいきいきと暮らせるまち 

（福祉・健康・子育て） 
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第１章 ともに支え合い誰もがいきいきと暮らせるまち 

（福祉・健康・子育て） 
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1-1 地域福祉 

     

８年後の目指す姿 

 

 

地域での支え合い・助け合いが活性化し、様々な機関が連携した支援体制が整い、住民が安心し

て暮らしていくことができる、「地域共生社会」の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 地域福祉活動ボランティア人数 2,835 人 3,000 人 

② 生活困窮者支援プラン策定件数 168 件 200 件 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 「互いに支え合う地域」、「ふれあい・交流のある地域」、「一人ひとりを認め合える地域」の構

築に向け、市民自らが地域課題を自主的に解決していく地域福祉活動の展開に取り組んでいま

す。 

＜課題＞ 

⚫ 地域住民などが支え合い、地域をともに創っていくことのできる、世代や分野を超えてつなが

る「地域共生社会」の実現を図ることが必要です。 

⚫ 様々な課題を抱える市民に対する必要な支援や課題の解決などにつなげていくため、支援体制

の強化が必要です。 

⚫ 地域において高齢者や障害者、外国人が増えている中で、地域福祉活動の担い手が必要です。 
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◇施策の内容  
施策① 地域の住民がともに支え合うまちづくりを推進します 

 
⚫ 高齢者、子ども、障害者、外国人など、誰もが安心して暮らせるよう、庁内の体制を検討し

ながら、住民相互の支え合いによる地域づくりを推進します。 

⚫ 社会福祉協議会や社会福祉法人・NPO 法人、福祉団体及びボランティアなどをはじめ、市民

等による自主的な福祉活動を支援するとともに、地域の福祉活動への参加を促進し、課題

解決に取り組みます。 

⚫ 住民の主体的な交流活動や、地域福祉活動の拠点として、安全に利用できる施設を提供し、

地域住民による地域福祉活動を促進します。 

■主な事業内容：地域福祉推進団体等への助成・支援／民生委員・児童委員への活動支援／地域福祉
センターの管理運営  

施策② 生活困窮者の相談・支援を行います 
 

⚫ 就労や心身の状況、又は経済的などの理由により生活に困窮している方に対し、ハローワ

ークをはじめとした関係機関との連携による就労支援や、家計管理などの相談・支援を実

施することにより、自立の促進を図るとともに、各種相談支援体制の整備に努めます。 

■主な事業内容：生活困窮者や生活保護受給者への就労など自立支援  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 主体的に地域福祉活動へ参加する住民と、支援を受ける住民とが、相互にコミュニケーショ

ンを深め、支え合いにより、コミュニティを構築すること 

⚫ 情報を共有し、地域福祉活動への理解を深めるとともに、地域生活における課題の把握と解

決を図ること 

⚫ 地域福祉活動やまちづくり活動に取り組む各種団体等の自主的な活動の活性化 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第５次佐倉市地域福祉計画 2024 年度～2027 年度 社会福祉課 

 
 

 
くらしサポートセンター佐倉相談窓口 
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1-1 地域福祉 

     

８年後の目指す姿 

 

 

地域での支え合い・助け合いが活性化し、様々な機関が連携した支援体制が整い、住民が安心し

て暮らしていくことができる、「地域共生社会」の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 地域福祉活動ボランティア人数 2,835 人 3,000 人 

② 生活困窮者支援プラン策定件数 168 件 200 件 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 「互いに支え合う地域」、「ふれあい・交流のある地域」、「一人ひとりを認め合える地域」の構

築に向け、市民自らが地域課題を自主的に解決していく地域福祉活動の展開に取り組んでいま

す。 

＜課題＞ 

⚫ 地域住民などが支え合い、地域をともに創っていくことのできる、世代や分野を超えてつなが

る「地域共生社会」の実現を図ることが必要です。 

⚫ 様々な課題を抱える市民に対する必要な支援や課題の解決などにつなげていくため、支援体制

の強化が必要です。 

⚫ 地域において高齢者や障害者、外国人が増えている中で、地域福祉活動の担い手が必要です。 
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◇施策の内容  
施策① 地域の住民がともに支え合うまちづくりを推進します 

 
⚫ 高齢者、子ども、障害者、外国人など、誰もが安心して暮らせるよう、庁内の体制を検討し

ながら、住民相互の支え合いによる地域づくりを推進します。 

⚫ 社会福祉協議会や社会福祉法人・NPO 法人、福祉団体及びボランティアなどをはじめ、市民

等による自主的な福祉活動を支援するとともに、地域の福祉活動への参加を促進し、課題

解決に取り組みます。 

⚫ 住民の主体的な交流活動や、地域福祉活動の拠点として、安全に利用できる施設を提供し、

地域住民による地域福祉活動を促進します。 

■主な事業内容：地域福祉推進団体等への助成・支援／民生委員・児童委員への活動支援／地域福祉
センターの管理運営  

施策② 生活困窮者の相談・支援を行います 
 

⚫ 就労や心身の状況、又は経済的などの理由により生活に困窮している方に対し、ハローワ

ークをはじめとした関係機関との連携による就労支援や、家計管理などの相談・支援を実

施することにより、自立の促進を図るとともに、各種相談支援体制の整備に努めます。 

■主な事業内容：生活困窮者や生活保護受給者への就労など自立支援  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 主体的に地域福祉活動へ参加する住民と、支援を受ける住民とが、相互にコミュニケーショ

ンを深め、支え合いにより、コミュニティを構築すること 

⚫ 情報を共有し、地域福祉活動への理解を深めるとともに、地域生活における課題の把握と解

決を図ること 

⚫ 地域福祉活動やまちづくり活動に取り組む各種団体等の自主的な活動の活性化 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第５次佐倉市地域福祉計画 2024 年度～2027 年度 社会福祉課 

 
 

 
くらしサポートセンター佐倉相談窓口 
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1-2 子育て支援 

      

８年後の目指す姿 

 

 

市民が安心して子育てできる環境が整っており、全ての子どもたちがその権利を尊重され、笑顔

で健やかに育つ社会を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 
子育て支援サービスについて、「満足」、「やや満足」
と回答した市民の割合 

49.8% 55% 

① 妊娠・出産について満足している人の割合 87.5% 90% 

② ひとり親家庭対応件数 491 件 552 件 

③ 児童虐待防止ネットワーク会議の開催数 78 回 80 回 

④ 待機児童（保育園・学童保育：4 月 1 日時点） 
保育園 0 人 

学童保育 4 人 

保育園 0 人 

学童保育 0 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 合計特殊出生率は、令和 2 年にそれまでの水準より低い 1.01 まで落ち込みましたが、令和 3 年

は 1.12 となっています。 

⚫ 妊娠届出時から出産・育児期における伴走型相談支援を実施し、切れ目のない支援の充実に取

り組んでいます。 

⚫ 待機児童（4 月 1 日時点）は、保育園では令和 3 年度以降ゼロとなっていますが、学童保育では

待機児童が引き続き発生しています。 

＜課題＞ 

⚫ 子育てに対するニーズの変化をとらえ、市民が安心して子育てできる環境を提供する必要があ

ります。 

⚫ こども基本法にもとづき、子どもや子育て当事者等の意見を市の施策に反映していく必要があ

ります。 

⚫ 共働き世帯の増加に伴い、男性の育児参加や、幼児教育・保育の環境の整備が求められていま

す。 

⚫ 児童虐待の相談件数は年々増加傾向にあり、ヤングケアラーなど家庭内で抱える問題も多様化

していることから、関係機関の相談支援体制の強化や、佐倉市児童虐待防止ネットワークによ

る連携の強化・充実を図ることが必要になっています。  
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◇施策の内容  
施策① 相談・交流の場を充実し、妊娠・出産・育児期に係る切れ目のない支援を行います 

 
⚫ 子育て家庭が、子どもを安心して産み育て、子どもたちが健やかに成長できるよう、妊娠・

出産・子育てを通じて切れ目のない支援を受けることができる体制を整備します。 

■主な事業内容：妊娠・出産・育児期にわたる伴走型相談支援／産後ケア／妊産婦・乳幼児の健康診
査／WE ラブ赤ちゃんプロジェクト  

施策② 子育てに係る経済的負担を軽減します 
 

⚫ 子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、関係部署・関係機関とも連携しながら適切な

支援を推進します。 

⚫ 生計の維持と子育てをひとりで担わなければならないひとり親世帯に対し、生活の安定と

自立に必要な支援に取り組みます。 

■主な事業内容：子ども医療費の助成／ひとり親家庭等への自立支援（相談、ファミリーサポートセ
ンター利用料助成等）  

施策③ 児童虐待の防止を図ります 
 

⚫ 子どもの人権を著しく侵害し、子どもの心身の成長や人格形成に重大な影響を与える児童

虐待について、関係機関との連携を強化し、早期発見と早期対応に努めます。 

⚫ 関係機関との連携強化も念頭に、児童虐待の未然防止に向けた家庭訪問の実施を行います。 

■主な事業内容：家庭児童相談／佐倉市児童虐待防止ネットワークの連携強化／養育困難家庭等への
育児指導・家事援助  

施策④ 保育の受け皿の確保等、子どもたちが健やかに育つ環境の整備を図ります 
 

⚫ 保育園や認定こども園などの整備や、既存施設の活用により、質の高い保育環境の確保に

努めます。 

⚫ 保育の質の向上を図り、子どもの発達や学びの連続性を保つため、保育園、幼稚園、小学校

の接続を図ります。 

⚫ 学童保育所については、待機児童及び入所児童が多い施設の過密状態を解消するため施設

整備を進めます。 

⚫ 子どもたちが健やかに育つ環境づくりとして、子どもの居場所づくりの推進を図ります。

またこども食堂やプレーパークなど、子育て支援を行う民間の取組について、周知協力や

人材支援など側面支援します。 

■主な事業内容：保育園・学童保育所施設の整備／民間保育園等への整備助成／保育園・幼稚園と小
学校との接続の推進／子どもの居場所づくりの推進／こども食堂・プレーパーク等
民間の取組支援  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 妊娠中から自身や子どもの健康に留意し、必要な健診や保健指導を受けること 

⚫ 子育て家庭だけでなく、市民一人ひとりが子どもの権利を理解し、子育て支援の重要性につ

いての関心や理解を深め、地域で子どもを育てる担い手となること 

⚫ 子育て中の親や子どもが地域から孤立することのないよう、温かく見守り、交流すること 

⚫ 子育て支援団体など、子どもを取り巻く民間の取組がより一層活発になること 

⚫ 児童虐待が疑われる児童を発見した場合は、速やかに児童相談所や警察、市の相談窓口へ通

告すること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市健康増進計画「健康さくら 21（第３次）」 2024 年度～2035 年度 健康推進課 

第２期佐倉市子ども・子育て支援事業計画 2020 年度～2024 年度 こども政策課 

第４次佐倉市青少年育成計画 2020 年度～2025 年度 こども政策課 
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1-2 子育て支援 

      

８年後の目指す姿 

 

 

市民が安心して子育てできる環境が整っており、全ての子どもたちがその権利を尊重され、笑顔

で健やかに育つ社会を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 
子育て支援サービスについて、「満足」、「やや満足」
と回答した市民の割合 

49.8% 55% 

① 妊娠・出産について満足している人の割合 87.5% 90% 

② ひとり親家庭対応件数 491 件 552 件 

③ 児童虐待防止ネットワーク会議の開催数 78 回 80 回 

④ 待機児童（保育園・学童保育：4 月 1 日時点） 
保育園 0 人 

学童保育 4 人 

保育園 0 人 

学童保育 0 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 合計特殊出生率は、令和 2 年にそれまでの水準より低い 1.01 まで落ち込みましたが、令和 3 年

は 1.12 となっています。 

⚫ 妊娠届出時から出産・育児期における伴走型相談支援を実施し、切れ目のない支援の充実に取

り組んでいます。 

⚫ 待機児童（4 月 1 日時点）は、保育園では令和 3 年度以降ゼロとなっていますが、学童保育では

待機児童が引き続き発生しています。 

＜課題＞ 

⚫ 子育てに対するニーズの変化をとらえ、市民が安心して子育てできる環境を提供する必要があ

ります。 

⚫ こども基本法にもとづき、子どもや子育て当事者等の意見を市の施策に反映していく必要があ

ります。 

⚫ 共働き世帯の増加に伴い、男性の育児参加や、幼児教育・保育の環境の整備が求められていま

す。 

⚫ 児童虐待の相談件数は年々増加傾向にあり、ヤングケアラーなど家庭内で抱える問題も多様化

していることから、関係機関の相談支援体制の強化や、佐倉市児童虐待防止ネットワークによ

る連携の強化・充実を図ることが必要になっています。  
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◇施策の内容  
施策① 相談・交流の場を充実し、妊娠・出産・育児期に係る切れ目のない支援を行います 

 
⚫ 子育て家庭が、子どもを安心して産み育て、子どもたちが健やかに成長できるよう、妊娠・

出産・子育てを通じて切れ目のない支援を受けることができる体制を整備します。 

■主な事業内容：妊娠・出産・育児期にわたる伴走型相談支援／産後ケア／妊産婦・乳幼児の健康診
査／WE ラブ赤ちゃんプロジェクト  

施策② 子育てに係る経済的負担を軽減します 
 

⚫ 子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、関係部署・関係機関とも連携しながら適切な

支援を推進します。 

⚫ 生計の維持と子育てをひとりで担わなければならないひとり親世帯に対し、生活の安定と

自立に必要な支援に取り組みます。 

■主な事業内容：子ども医療費の助成／ひとり親家庭等への自立支援（相談、ファミリーサポートセ
ンター利用料助成等）  

施策③ 児童虐待の防止を図ります 
 

⚫ 子どもの人権を著しく侵害し、子どもの心身の成長や人格形成に重大な影響を与える児童

虐待について、関係機関との連携を強化し、早期発見と早期対応に努めます。 

⚫ 関係機関との連携強化も念頭に、児童虐待の未然防止に向けた家庭訪問の実施を行います。 

■主な事業内容：家庭児童相談／佐倉市児童虐待防止ネットワークの連携強化／養育困難家庭等への
育児指導・家事援助  

施策④ 保育の受け皿の確保等、子どもたちが健やかに育つ環境の整備を図ります 
 

⚫ 保育園や認定こども園などの整備や、既存施設の活用により、質の高い保育環境の確保に

努めます。 

⚫ 保育の質の向上を図り、子どもの発達や学びの連続性を保つため、保育園、幼稚園、小学校

の接続を図ります。 

⚫ 学童保育所については、待機児童及び入所児童が多い施設の過密状態を解消するため施設

整備を進めます。 

⚫ 子どもたちが健やかに育つ環境づくりとして、子どもの居場所づくりの推進を図ります。

またこども食堂やプレーパークなど、子育て支援を行う民間の取組について、周知協力や

人材支援など側面支援します。 

■主な事業内容：保育園・学童保育所施設の整備／民間保育園等への整備助成／保育園・幼稚園と小
学校との接続の推進／子どもの居場所づくりの推進／こども食堂・プレーパーク等
民間の取組支援  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 妊娠中から自身や子どもの健康に留意し、必要な健診や保健指導を受けること 

⚫ 子育て家庭だけでなく、市民一人ひとりが子どもの権利を理解し、子育て支援の重要性につ

いての関心や理解を深め、地域で子どもを育てる担い手となること 

⚫ 子育て中の親や子どもが地域から孤立することのないよう、温かく見守り、交流すること 

⚫ 子育て支援団体など、子どもを取り巻く民間の取組がより一層活発になること 

⚫ 児童虐待が疑われる児童を発見した場合は、速やかに児童相談所や警察、市の相談窓口へ通

告すること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市健康増進計画「健康さくら 21（第３次）」 2024 年度～2035 年度 健康推進課 

第２期佐倉市子ども・子育て支援事業計画 2020 年度～2024 年度 こども政策課 

第４次佐倉市青少年育成計画 2020 年度～2025 年度 こども政策課 
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1-3 高齢者福祉 

  

８年後の目指す姿 

 

 

全ての高齢者が、住み慣れた地域の中でいきいきと自分らしく暮らせる社会を目指します。 

 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 地域包括支援センターの相談対応件数 5,990 件 6,500 件 

② 
生きがい支援・介護予防等に取り組む住民団体への補
助件数 

80 件 95 件 

③ 認知症高齢者声かけ訓練参加者数 82 人 110 人 

④ 居宅介護支援事業所等の運営指導件数 18 件 20 件 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 令和 4 年度末の高齢化率が 33％を超えており、同規模の自治体と比較して高齢化が進んでいま

す。 

⚫ 就労する高齢者の増加や新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、住民主体の通いの場が

減少傾向にあります。 

⚫ 要介護認定率と介護保険料の水準は、全国・千葉県と比較して低くなっています。 

＜課題＞ 

⚫ 高齢者は増加傾向で、地区によってはすでに高齢化率が 45％を超えており、地域の高齢化ヘの

対応が必要です。 

⚫ 75 歳以上の高齢者の増加に伴い、認知症の増加が予想され、家族の負担軽減と在宅生活継続へ

の支援が必要です。 

⚫ 在宅での療養生活を支えるため、適正なサービスの確保及び医療・介護関係者間の情報共有体

制の整備が必要です。 
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◇施策の内容  
施策① 住み慣れた地域での包括的な支援体制を整備します 

 
⚫ 医療や介護を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく人生の最期まで暮

らし続けられるように、医療・介護・福祉・保健・生活支援サービスを担う事業者とのネッ

トワークを強化し、地域包括支援センターと連携の上、支援体制の充実を図ります。 

■主な事業内容：地域包括支援センターの運営／医療と介護の連携体制の構築／通いの場や見守り等
による生活支援体制の充実  

施策② 生きがいづくり・介護予防を推進します 
 

⚫ 高齢者の健康維持・増進、就労機会の確保、世代間交流や社会参加の促進などを通じて、生

きがいづくりを支援するとともに、高齢者が主体的に活動する団体の取組を支援します。 

⚫ 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を維持できるよう、介護予防に関する知識の普及・

啓発を図るとともに、住民主体による介護予防活動、生活支援サービス等の取組を支援し

ます。 

■主な事業内容：高齢者クラブ・シルバー人材センターへの活動支援／介護予防教室など介護予防知
識の普及啓発／介護予防ボランティアの養成・活動支援  

施策③ 認知症施策を推進します 
 

⚫ 認知症に関する正しい知識の啓発を行うとともに、認知症の人と家族の視点を重視した、

認知症にやさしい地域づくりを促進します。 

⚫ 認知症の早期発見・早期対応のための取組やネットワークの強化を図ります。 

■主な事業内容：認知症サポーターの養成／認知症初期集中支援チームによる支援／オレンジカフェ
の運営／認知症高齢者声かけ訓練の実施  

施策④ 安定した介護保険運営を行います 
 

⚫ 要支援・要介護認定申請者数や介護サービス利用者数が著しく増加している現状を踏まえ、

適正に介護保険サービスの提供が行えるよう介護保険料の確保を図るほか、認定事務の体

制を整備し、適正なサービス費の給付を行います。 

⚫ 介護サービスの利用見込み量を勘案し、計画的な施設整備を進めるとともに、介護人材の

確保及び職場への定着を推進します。 

■主な事業内容：介護給付の適正化に向けた改善指導／介護認定の審査／介護施設への整備助成／介
護ロボット・ICT の導入支援／介護人材の確保  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 住み慣れた地域で健康に暮らし続けるため、社会参加や健康づくりに取り組むこと 

⚫ 地域の通いの場や介護予防活動等への参加 

⚫ 地域の高齢者へのちょっとした声かけや、困りごとへの手助けを行うこと 

⚫ 介護保険制度を理解し、適正にサービスを利用すること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第９期佐倉市高齢者福祉・介護計画 2024 年度～2026 年度 高齢者福祉課 
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1-3 高齢者福祉 

  

８年後の目指す姿 

 

 

全ての高齢者が、住み慣れた地域の中でいきいきと自分らしく暮らせる社会を目指します。 

 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 地域包括支援センターの相談対応件数 5,990 件 6,500 件 

② 
生きがい支援・介護予防等に取り組む住民団体への補
助件数 

80 件 95 件 

③ 認知症高齢者声かけ訓練参加者数 82 人 110 人 

④ 居宅介護支援事業所等の運営指導件数 18 件 20 件 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 令和 4 年度末の高齢化率が 33％を超えており、同規模の自治体と比較して高齢化が進んでいま

す。 

⚫ 就労する高齢者の増加や新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、住民主体の通いの場が

減少傾向にあります。 

⚫ 要介護認定率と介護保険料の水準は、全国・千葉県と比較して低くなっています。 

＜課題＞ 

⚫ 高齢者は増加傾向で、地区によってはすでに高齢化率が 45％を超えており、地域の高齢化ヘの

対応が必要です。 

⚫ 75 歳以上の高齢者の増加に伴い、認知症の増加が予想され、家族の負担軽減と在宅生活継続へ

の支援が必要です。 

⚫ 在宅での療養生活を支えるため、適正なサービスの確保及び医療・介護関係者間の情報共有体

制の整備が必要です。 
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◇施策の内容  
施策① 住み慣れた地域での包括的な支援体制を整備します 

 
⚫ 医療や介護を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく人生の最期まで暮

らし続けられるように、医療・介護・福祉・保健・生活支援サービスを担う事業者とのネッ

トワークを強化し、地域包括支援センターと連携の上、支援体制の充実を図ります。 

■主な事業内容：地域包括支援センターの運営／医療と介護の連携体制の構築／通いの場や見守り等
による生活支援体制の充実  

施策② 生きがいづくり・介護予防を推進します 
 

⚫ 高齢者の健康維持・増進、就労機会の確保、世代間交流や社会参加の促進などを通じて、生

きがいづくりを支援するとともに、高齢者が主体的に活動する団体の取組を支援します。 

⚫ 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を維持できるよう、介護予防に関する知識の普及・

啓発を図るとともに、住民主体による介護予防活動、生活支援サービス等の取組を支援し

ます。 

■主な事業内容：高齢者クラブ・シルバー人材センターへの活動支援／介護予防教室など介護予防知
識の普及啓発／介護予防ボランティアの養成・活動支援  

施策③ 認知症施策を推進します 
 

⚫ 認知症に関する正しい知識の啓発を行うとともに、認知症の人と家族の視点を重視した、

認知症にやさしい地域づくりを促進します。 

⚫ 認知症の早期発見・早期対応のための取組やネットワークの強化を図ります。 

■主な事業内容：認知症サポーターの養成／認知症初期集中支援チームによる支援／オレンジカフェ
の運営／認知症高齢者声かけ訓練の実施  

施策④ 安定した介護保険運営を行います 
 

⚫ 要支援・要介護認定申請者数や介護サービス利用者数が著しく増加している現状を踏まえ、

適正に介護保険サービスの提供が行えるよう介護保険料の確保を図るほか、認定事務の体

制を整備し、適正なサービス費の給付を行います。 

⚫ 介護サービスの利用見込み量を勘案し、計画的な施設整備を進めるとともに、介護人材の

確保及び職場への定着を推進します。 

■主な事業内容：介護給付の適正化に向けた改善指導／介護認定の審査／介護施設への整備助成／介
護ロボット・ICT の導入支援／介護人材の確保  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 住み慣れた地域で健康に暮らし続けるため、社会参加や健康づくりに取り組むこと 

⚫ 地域の通いの場や介護予防活動等への参加 

⚫ 地域の高齢者へのちょっとした声かけや、困りごとへの手助けを行うこと 

⚫ 介護保険制度を理解し、適正にサービスを利用すること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第９期佐倉市高齢者福祉・介護計画 2024 年度～2026 年度 高齢者福祉課 
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1-4 障害者福祉 

   

８年後の目指す姿 

 

 

障害児・者への理解を深めるための啓発、広報活動などを推進し、障害のあるなしに関わらず、

誰もが相互に人格と個性を尊重し、認め合い、支え合う社会を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 障害理解促進に係るイベントの参加者数 481 人 630 人 

② （施設入所等からの）地域移行者数 2 人 13 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 障害に対する理解がまだまだ進んでいない実情があります。 

⚫ 障害者数の増加や、高齢化及び医療の進展等による障害の重度化・重複化が見られます。 

＜課題＞ 

⚫ 障害を理由とする差別の解消や、障害に対する理解の促進を図ることが必要です。 

⚫ 障害特性等に配慮したきめ細かい支援・取組に加え、障害の重度化・高度化に対応した、障害

福祉サービスの充実や人材の確保・養成が必要です。 
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◇施策の内容  
施策① 障害に対する理解を促進します 

 
⚫ 市民が障害及び障害者について正しい理解を得られるように、様々な啓発活動や広報活動

を推進します。 

■主な事業内容：パラスポーツ体験等イベントの開催／市ホームページ・SNS 等による障害理解促進
に係る情報発信／障害理解教育の推進  

施策② 障害福祉サービスを充実します 
 

⚫ 関係機関との連携を図りながら、障害福祉サービス・地域生活支援事業の充実により、障害

者の地域での生活を支援します。 

■主な事業内容：相談支援体制・障害福祉サービス等の充実／地域生活支援拠点等の機能強化  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 障害のある人が安心して生まれ育った地域で生活するために、障害のある人もない人も障害

についての理解を深めること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第７次佐倉市障害者計画 2024 年度～2029 年度 障害福祉課 

第７期佐倉市障害福祉計画 2024 年度～2026 年度 障害福祉課 

 
 

  
みんなで知ろう「パラスポーツ」 
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1-4 障害者福祉 

   

８年後の目指す姿 

 

 

障害児・者への理解を深めるための啓発、広報活動などを推進し、障害のあるなしに関わらず、

誰もが相互に人格と個性を尊重し、認め合い、支え合う社会を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 障害理解促進に係るイベントの参加者数 481 人 630 人 

② （施設入所等からの）地域移行者数 2 人 13 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 障害に対する理解がまだまだ進んでいない実情があります。 

⚫ 障害者数の増加や、高齢化及び医療の進展等による障害の重度化・重複化が見られます。 

＜課題＞ 

⚫ 障害を理由とする差別の解消や、障害に対する理解の促進を図ることが必要です。 

⚫ 障害特性等に配慮したきめ細かい支援・取組に加え、障害の重度化・高度化に対応した、障害

福祉サービスの充実や人材の確保・養成が必要です。 
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◇施策の内容  
施策① 障害に対する理解を促進します 

 
⚫ 市民が障害及び障害者について正しい理解を得られるように、様々な啓発活動や広報活動

を推進します。 

■主な事業内容：パラスポーツ体験等イベントの開催／市ホームページ・SNS 等による障害理解促進
に係る情報発信／障害理解教育の推進  

施策② 障害福祉サービスを充実します 
 

⚫ 関係機関との連携を図りながら、障害福祉サービス・地域生活支援事業の充実により、障害

者の地域での生活を支援します。 

■主な事業内容：相談支援体制・障害福祉サービス等の充実／地域生活支援拠点等の機能強化  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 障害のある人が安心して生まれ育った地域で生活するために、障害のある人もない人も障害

についての理解を深めること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第７次佐倉市障害者計画 2024 年度～2029 年度 障害福祉課 

第７期佐倉市障害福祉計画 2024 年度～2026 年度 障害福祉課 

 
 

  
みんなで知ろう「パラスポーツ」 
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1-5 健康づくり 

  

８年後の目指す姿 

 

 

子どもから大人まで、全ての市民が主体的に健康づくりに取り組み、いつでもいきいきと生活で

きる「健康のまち佐倉」の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 
健康寿命（65 歳における平均自立期
間） 

19.04 年（男性 2019 年度） 

21.52 年（女性 2019 年度） 
延伸 

② 特定健康診査受診率 30.5% 40% 

② がん検診受診率 10.2% 60% 

③ 
「かかりつけ医」を決めている市民の割
合 

53.2% 60% 

③ 
「かかりつけ薬剤師・薬局」を決めてい
る市民の割合 

24.5% 30% 

④ 
国民健康保険被保険者一人当たりの医療
費 

394,000 円 441,000 円以内 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 健康教育、健康相談などを行い、市民が健康への関心と理解を深め、健康の増進に努めること

ができるよう取り組んでいます。 

⚫ 特定健康診査・健康診査とがん検診を複合検診として実施するなど、受診者の利便性を高め、

疾病の早期発見・重症化予防に取り組んでいます。 

⚫ 地元医師会、歯科医師会、薬剤師会、市内の医療機関と連携を図り、地域医療体制を構築して

います。 

⚫ ホームページなどによる制度周知、医療費通知・ジェネリック医薬品差額通知の発送など、医

療費の適正化に取り組んでいます。 

＜課題＞ 

⚫ 市民自らが健康づくりを推進できるように、よりよい情報発信の方法を検討する必要がありま

す。 

⚫ 特定健康診査、がん検診のいずれも受診率が伸び悩んでおり、健診（検診）の重要性の周知と、

正しい知識について普及啓発を図る必要があります。 

⚫ 身近で相談できる「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局・薬剤師」の重要性について周知する必

要があります。 

⚫ 医療費の増加が大きな問題となる中、医療費の適正化について周知する必要があります。  
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◇施策の内容  
施策① 市民の健康づくりを推進します 

 
⚫ 市民自らが健康づくりを推進できるように、健康に関する意識を高め、予防施策の充実を

図り、市民の健康づくりを推進します。また、他部門との連携のもと、市民に対するよりよ

い情報発信の方法を検討します。 

⚫ 新たな感染症の蔓延や災害時における健康危機事案に備え、市民の健康が守れる対策を実

施してまいります。 

■主な事業内容：健康づくりに向けた普及啓発／がん教育を含めた健康教育事業や相談事業の実施／ 
健康危機事案に備えた物資等の備蓄  

施策② 生活習慣病の予防、がんの早期発見を図ります 
 

⚫ 特定健康診査・特定保健指導の実施や、その重要性の啓発活動を通じて、市民の健康意識を

高揚し、生活習慣病の予防と重症化予防および、がんの早期発見を推進します。 

■主な事業内容：国民健康保険被保険者への健康診査・人間ドック費用の助成・保健指導／がん検診  
施策③ 地域医療の充実を図ります 

 
⚫ 地元医師会、歯科医師会、薬剤師会、市内の医療機関と連携し、救急医療体制の維持・充実

を図ります。 

⚫ かかりつけ医やかかりつけ薬局・薬剤師を持つことの重要性について周知します。 

■主な事業内容：当番医等による休日夜間救急医療体制の確保／小児初期急病診療所の運営／地域医
療体制の構築  

施策④ 医療費の適正化を図ります 
 

⚫ ホームページなどによる制度周知、医療費通知・ジェネリック医薬品差額通知の発送など

による啓発や保健指導を通じて、医療費適正化の取組を推進します。 

■主な事業内容：国民健康保険被保険者への保健指導  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 健康に関する意識を高め、各種健診（検診）の受診、健康づくり事業へ参加すること 

⚫ 普段から予防も含めて、気軽に何でも相談できる「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局・薬

剤師」を持つこと 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市健康増進計画「健康さくら 21（第３次）」 2024 年度～2035 年度 健康推進課 

佐倉市国民健康保険第３期データヘルス計画・第４期特定

健康診査等実施計画 
2024 年度～2029 年度 健康保険課 
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1-5 健康づくり 

  

８年後の目指す姿 

 

 

子どもから大人まで、全ての市民が主体的に健康づくりに取り組み、いつでもいきいきと生活で

きる「健康のまち佐倉」の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 
健康寿命（65 歳における平均自立期
間） 

19.04 年（男性 2019 年度） 

21.52 年（女性 2019 年度） 
延伸 

② 特定健康診査受診率 30.5% 40% 

② がん検診受診率 10.2% 60% 

③ 
「かかりつけ医」を決めている市民の割
合 

53.2% 60% 

③ 
「かかりつけ薬剤師・薬局」を決めてい
る市民の割合 

24.5% 30% 

④ 
国民健康保険被保険者一人当たりの医療
費 

394,000 円 441,000 円以内 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 健康教育、健康相談などを行い、市民が健康への関心と理解を深め、健康の増進に努めること

ができるよう取り組んでいます。 

⚫ 特定健康診査・健康診査とがん検診を複合検診として実施するなど、受診者の利便性を高め、

疾病の早期発見・重症化予防に取り組んでいます。 

⚫ 地元医師会、歯科医師会、薬剤師会、市内の医療機関と連携を図り、地域医療体制を構築して

います。 

⚫ ホームページなどによる制度周知、医療費通知・ジェネリック医薬品差額通知の発送など、医

療費の適正化に取り組んでいます。 

＜課題＞ 

⚫ 市民自らが健康づくりを推進できるように、よりよい情報発信の方法を検討する必要がありま

す。 

⚫ 特定健康診査、がん検診のいずれも受診率が伸び悩んでおり、健診（検診）の重要性の周知と、

正しい知識について普及啓発を図る必要があります。 

⚫ 身近で相談できる「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局・薬剤師」の重要性について周知する必

要があります。 

⚫ 医療費の増加が大きな問題となる中、医療費の適正化について周知する必要があります。  
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◇施策の内容  
施策① 市民の健康づくりを推進します 

 
⚫ 市民自らが健康づくりを推進できるように、健康に関する意識を高め、予防施策の充実を

図り、市民の健康づくりを推進します。また、他部門との連携のもと、市民に対するよりよ

い情報発信の方法を検討します。 

⚫ 新たな感染症の蔓延や災害時における健康危機事案に備え、市民の健康が守れる対策を実

施してまいります。 

■主な事業内容：健康づくりに向けた普及啓発／がん教育を含めた健康教育事業や相談事業の実施／ 
健康危機事案に備えた物資等の備蓄  

施策② 生活習慣病の予防、がんの早期発見を図ります 
 

⚫ 特定健康診査・特定保健指導の実施や、その重要性の啓発活動を通じて、市民の健康意識を

高揚し、生活習慣病の予防と重症化予防および、がんの早期発見を推進します。 

■主な事業内容：国民健康保険被保険者への健康診査・人間ドック費用の助成・保健指導／がん検診  
施策③ 地域医療の充実を図ります 

 
⚫ 地元医師会、歯科医師会、薬剤師会、市内の医療機関と連携し、救急医療体制の維持・充実

を図ります。 

⚫ かかりつけ医やかかりつけ薬局・薬剤師を持つことの重要性について周知します。 

■主な事業内容：当番医等による休日夜間救急医療体制の確保／小児初期急病診療所の運営／地域医
療体制の構築  

施策④ 医療費の適正化を図ります 
 

⚫ ホームページなどによる制度周知、医療費通知・ジェネリック医薬品差額通知の発送など

による啓発や保健指導を通じて、医療費適正化の取組を推進します。 

■主な事業内容：国民健康保険被保険者への保健指導  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 健康に関する意識を高め、各種健診（検診）の受診、健康づくり事業へ参加すること 

⚫ 普段から予防も含めて、気軽に何でも相談できる「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局・薬

剤師」を持つこと 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市健康増進計画「健康さくら 21（第３次）」 2024 年度～2035 年度 健康推進課 

佐倉市国民健康保険第３期データヘルス計画・第４期特定

健康診査等実施計画 
2024 年度～2029 年度 健康保険課 
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2-1 都市計画・公共交通 

  

８年後の目指す姿 

 

 

都市と農村が公共交通で結ばれ、利便性・快適さ・豊かな自然を享受できる暮らしやすいまちを

目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 住み続けたいと思う市民の割合 85.6% 86% 

② 公共交通が利用しやすいと思う市民の割合 38.6% 44% 

③ 景観が良好と感じる市民の割合 58.7% 60% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 都市マスタープランに基づき、地域の個性を活かした適正な土地利用の保全・誘導を図ってい

ます。 

⚫ 基幹となる民間のバス路線と交通空白地域を運行するコミュニティバスで、公共交通網の構築

に取り組んでいます。 

⚫ 景観計画に基づき、良好な景観形成に取り組んでいます。 

＜課題＞ 

⚫ 都市マスタープランは、社会情勢を踏まえて見直し、更に推進する必要があります。 

⚫ 公共交通網形成計画に基づき、公共交通網の構築と維持を図るとともに、高齢者等の外出支援

について、関係機関と連携していく必要があります。 

⚫ 景観形成には、市民・事業者の協力が不可欠なため、啓発と支援を行う必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 都市と農村が共生するまちづくりを計画的に推進します 

 
⚫ 都市マスタープランと立地適正化計画に基づき、地域の個性を活かした適正な土地利用を

図ります。 

■主な事業内容：計画的な土地利用の推進に向けた都市計画の決定・変更  
施策② 持続可能な公共交通網の形成を推進します 

 
⚫ 地域公共交通網形成計画に基づき、多様化する交通需要にも対応する持続可能な公共交通

網の形成と、利便性の向上・効率化を図ります。 

⚫ 情報発信や利用啓発活動により、公共交通の利用を促進します。 

⚫ 観光振興につながる市内公共交通のあり方を検討します。 

⚫ 公共交通以外の移動手段について、他の施策と連携して確保に努めます。 

■主な事業内容：交通空白地域に対する交通手段の確保（コミュニティバスの運行、バス事業者への
支援）  

施策③ 景観形成による愛着と誇りを持てるまちづくりを推進します 
 

⚫ 景観計画を推進し、歴史・自然・文化から育まれた景観、心地よさや地域の魅力を実感でき

る景観の形成・保全を図ります。 

■主な事業内容：公共施設による先導的な景観形成／民間施設の景観誘導／景観計画の周知・啓発  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 自分の住むまちに関心を持つこと 

⚫ 地域の身近な移動手段である公共交通機関の利用 

⚫ 景観に関心を持ち、身近な景観形成・保全に取り組むこと 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市都市マスタープラン 2021 年度～2030 年度 都市計画課 

佐倉市立地適正化計画 2017 年度～2030 年度 都市計画課 

佐倉市景観計画 2017 年度～ 都市計画課 

第２次佐倉市地域公共交通網形成計画 2020 年度～2024 年度 都市計画課 

 
 

 
コミュニティバス 
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2-1 都市計画・公共交通 

  

８年後の目指す姿 

 

 

都市と農村が公共交通で結ばれ、利便性・快適さ・豊かな自然を享受できる暮らしやすいまちを

目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 住み続けたいと思う市民の割合 85.6% 86% 

② 公共交通が利用しやすいと思う市民の割合 38.6% 44% 

③ 景観が良好と感じる市民の割合 58.7% 60% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 都市マスタープランに基づき、地域の個性を活かした適正な土地利用の保全・誘導を図ってい

ます。 

⚫ 基幹となる民間のバス路線と交通空白地域を運行するコミュニティバスで、公共交通網の構築

に取り組んでいます。 

⚫ 景観計画に基づき、良好な景観形成に取り組んでいます。 

＜課題＞ 

⚫ 都市マスタープランは、社会情勢を踏まえて見直し、更に推進する必要があります。 

⚫ 公共交通網形成計画に基づき、公共交通網の構築と維持を図るとともに、高齢者等の外出支援

について、関係機関と連携していく必要があります。 

⚫ 景観形成には、市民・事業者の協力が不可欠なため、啓発と支援を行う必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 都市と農村が共生するまちづくりを計画的に推進します 

 
⚫ 都市マスタープランと立地適正化計画に基づき、地域の個性を活かした適正な土地利用を

図ります。 

■主な事業内容：計画的な土地利用の推進に向けた都市計画の決定・変更  
施策② 持続可能な公共交通網の形成を推進します 

 
⚫ 地域公共交通網形成計画に基づき、多様化する交通需要にも対応する持続可能な公共交通

網の形成と、利便性の向上・効率化を図ります。 

⚫ 情報発信や利用啓発活動により、公共交通の利用を促進します。 

⚫ 観光振興につながる市内公共交通のあり方を検討します。 

⚫ 公共交通以外の移動手段について、他の施策と連携して確保に努めます。 

■主な事業内容：交通空白地域に対する交通手段の確保（コミュニティバスの運行、バス事業者への
支援）  

施策③ 景観形成による愛着と誇りを持てるまちづくりを推進します 
 

⚫ 景観計画を推進し、歴史・自然・文化から育まれた景観、心地よさや地域の魅力を実感でき

る景観の形成・保全を図ります。 

■主な事業内容：公共施設による先導的な景観形成／民間施設の景観誘導／景観計画の周知・啓発  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 自分の住むまちに関心を持つこと 

⚫ 地域の身近な移動手段である公共交通機関の利用 

⚫ 景観に関心を持ち、身近な景観形成・保全に取り組むこと 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市都市マスタープラン 2021 年度～2030 年度 都市計画課 

佐倉市立地適正化計画 2017 年度～2030 年度 都市計画課 

佐倉市景観計画 2017 年度～ 都市計画課 

第２次佐倉市地域公共交通網形成計画 2020 年度～2024 年度 都市計画課 

 
 

 
コミュニティバス 
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2-2 住宅・住環境 

 

８年後の目指す姿 

 

 

だれもが希望する安全な住宅を選択でき、地域における支え合いやコミュニティにより、住み慣

れたまちで安心して暮らすことができる住環境の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 佐倉市を住みやすいと感じる市民の割合 73.5% 76% 

② 定期建築パトロールによる現場立入調査件数 38 件 48 件 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 住生活基本計画に基づき、良好な住生活の安定及び確保に向けて各種事業を取り組んでいます。 

⚫ 空き家・空き地バンク事業や住宅に関わる補助事業実施により、空き家の活用に向けて対策を

進めています。 

⚫ 都市基盤情報の提供を行っています。 

＜課題＞ 

⚫ 人口減少に伴い空き家の更なる増加が予想され、一層の対応が求められます。 

⚫ 住宅確保要配慮者に対する対応が求められます。 

⚫ 多様な世帯が安心して暮らせるよう住宅のバリアフリー化やリフォームによる質の向上が求め

られます。 

⚫ ホームページでの指定道路情報等の公開など迅速な情報提供が求められています。 
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◇施策の内容  
施策① 良好な住生活の確保及び向上に努めます 

 
⚫ 住生活基本計画に基づき、住む人のそれぞれの価値観やライフスタイルに合った暮らしの

実現を支援するため、多様な住まいの流通促進、住宅の価値が持続する住まいづくりの促

進を図ります。 

⚫ 少子高齢化の影響による、人口の減少の進展に伴い、今後さらなる増加が予想される空き

家の問題の解決に向けて発生の予防、地域コミュニティなどによる活用、解体や売却など

による解消に向けた取り組みを引き続き進めます。 

⚫ 公営住宅の活用とともに関係機関と連携し、年齢、国籍、世帯構成、経済や身体の状況に関

わらず、誰もが住宅を確保することができる環境の整備を図ります。 

■主な事業内容：住宅補助事業等による流通促進・住宅の整備・転入促進と転出抑制／空き家バンク
事業等による空き家の利活用支援／市営住宅の運営  

施策② 適正な建築行政を推進します 
 

⚫ 健全なまちづくりを進めるため、建築確認申請等の迅速かつ正確な審査に努めるなど、適

正な建築行政を推進します。また、行政内の情報の一元化等を進めることで、業務の効率化

を図ります。 

■主な事業内容：建築パトロールの実施や研修等の参加による情報収集／各申請や道路情報のデータ
及びシステム整備による建築行政の迅速化  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 身近な住環境に関心を持ち、空き家等の所有者はその活用を図ること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市住生活基本計画 2024 年度～2033 年度 住宅課 

佐倉市空家等対策計画 2024 年度～2033 年度 住宅課 

 
 

  
空き家相談会（左）／市営住宅（右） 
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2-2 住宅・住環境 

 

８年後の目指す姿 

 

 

だれもが希望する安全な住宅を選択でき、地域における支え合いやコミュニティにより、住み慣

れたまちで安心して暮らすことができる住環境の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 佐倉市を住みやすいと感じる市民の割合 73.5% 76% 

② 定期建築パトロールによる現場立入調査件数 38 件 48 件 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 住生活基本計画に基づき、良好な住生活の安定及び確保に向けて各種事業を取り組んでいます。 

⚫ 空き家・空き地バンク事業や住宅に関わる補助事業実施により、空き家の活用に向けて対策を

進めています。 

⚫ 都市基盤情報の提供を行っています。 

＜課題＞ 

⚫ 人口減少に伴い空き家の更なる増加が予想され、一層の対応が求められます。 

⚫ 住宅確保要配慮者に対する対応が求められます。 

⚫ 多様な世帯が安心して暮らせるよう住宅のバリアフリー化やリフォームによる質の向上が求め

られます。 

⚫ ホームページでの指定道路情報等の公開など迅速な情報提供が求められています。 
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◇施策の内容  
施策① 良好な住生活の確保及び向上に努めます 

 
⚫ 住生活基本計画に基づき、住む人のそれぞれの価値観やライフスタイルに合った暮らしの

実現を支援するため、多様な住まいの流通促進、住宅の価値が持続する住まいづくりの促

進を図ります。 

⚫ 少子高齢化の影響による、人口の減少の進展に伴い、今後さらなる増加が予想される空き

家の問題の解決に向けて発生の予防、地域コミュニティなどによる活用、解体や売却など

による解消に向けた取り組みを引き続き進めます。 

⚫ 公営住宅の活用とともに関係機関と連携し、年齢、国籍、世帯構成、経済や身体の状況に関

わらず、誰もが住宅を確保することができる環境の整備を図ります。 

■主な事業内容：住宅補助事業等による流通促進・住宅の整備・転入促進と転出抑制／空き家バンク
事業等による空き家の利活用支援／市営住宅の運営  

施策② 適正な建築行政を推進します 
 

⚫ 健全なまちづくりを進めるため、建築確認申請等の迅速かつ正確な審査に努めるなど、適

正な建築行政を推進します。また、行政内の情報の一元化等を進めることで、業務の効率化

を図ります。 

■主な事業内容：建築パトロールの実施や研修等の参加による情報収集／各申請や道路情報のデータ
及びシステム整備による建築行政の迅速化  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 身近な住環境に関心を持ち、空き家等の所有者はその活用を図ること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市住生活基本計画 2024 年度～2033 年度 住宅課 

佐倉市空家等対策計画 2024 年度～2033 年度 住宅課 

 
 

  
空き家相談会（左）／市営住宅（右） 
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2-3 道路環境 

   

８年後の目指す姿 

 

 

円滑な都市活動を支える安全で快適な道路環境の形成を目指します。また、市道が適切に保全さ

れ、安全・安心な道路環境が形成されているまちを目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 都市計画道路・幹線道路の用地取得面積 
2,444 ㎡ 

（2022 年度実績値） 

23,960 ㎡ 

（期間累計） 

② 道路の舗装補修面積 
17,000 ㎡ 

（2022 年度実績値） 

60,000 ㎡ 

（期間累計） 

② 通学路改修箇所数 
100％（22／22 箇所） 

（2022 年度実績値） 

100％（20／20 箇所） 

（期間累計） 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 都市計画道路や幹線道路の整備を進めています。 

⚫ 道路や橋梁の老朽化が進んでいます。 

＜課題＞ 

⚫ 都市計画道路や幹線道路の整備について、限られた予算の中で計画的に進める必要があります。 

⚫ 老朽化した道路や橋梁について、定期的に調査・点検を行い、新技術等の活用などにより、効

率よく計画的に改修を進める必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 快適な道路の整備を推進します 

 
⚫ 市内を東西南北に結ぶ都市計画道路の整備をはじめ、歩行空間の確保や交差点改良などの

部分改修、実情を踏まえた都市計画道路などの見直しを行い、道路の整備を計画的に進め

ます。 

■主な事業内容：都市計画道路井野・酒々井線の整備／岩富・寺崎線の整備／幹線道路や生活道路の
整備  

施策② 安全・安心な道路環境を保全します 
 

⚫ 道路や橋梁を安全に利用できるよう適切な維持管理を行います。 

⚫ 交通量・危険箇所を把握し、カーブミラーや街灯などの交通安全施設を適切に整備、改修す

ることで、通学路をはじめとした道路の安全確保に努めます。 

■主な事業内容：道路の改修や維持管理／橋梁の長寿命化／街灯・カーブミラー・区画線などの交通
安全施設の整備や改修  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 道路の簡易な維持管理に自治会等地域ぐるみで協力すること 

⚫ 道路や交通施設の不具合を発見した場合には、速やかに市役所へ通報すること 

⚫  

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市幹線道路整備方針 2025 年度～（予定） 道路建設課 

佐倉市橋梁長寿命化修繕計画 2024 年度～2073 年度 道路建設課 

 
 

  
井野酒々井線（左）／谷津橋（右） 
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2-3 道路環境 

   

８年後の目指す姿 

 

 

円滑な都市活動を支える安全で快適な道路環境の形成を目指します。また、市道が適切に保全さ

れ、安全・安心な道路環境が形成されているまちを目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 都市計画道路・幹線道路の用地取得面積 
2,444 ㎡ 

（2022 年度実績値） 

23,960 ㎡ 

（期間累計） 

② 道路の舗装補修面積 
17,000 ㎡ 

（2022 年度実績値） 

60,000 ㎡ 

（期間累計） 

② 通学路改修箇所数 
100％（22／22 箇所） 

（2022 年度実績値） 

100％（20／20 箇所） 

（期間累計） 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 都市計画道路や幹線道路の整備を進めています。 

⚫ 道路や橋梁の老朽化が進んでいます。 

＜課題＞ 

⚫ 都市計画道路や幹線道路の整備について、限られた予算の中で計画的に進める必要があります。 

⚫ 老朽化した道路や橋梁について、定期的に調査・点検を行い、新技術等の活用などにより、効

率よく計画的に改修を進める必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 快適な道路の整備を推進します 

 
⚫ 市内を東西南北に結ぶ都市計画道路の整備をはじめ、歩行空間の確保や交差点改良などの

部分改修、実情を踏まえた都市計画道路などの見直しを行い、道路の整備を計画的に進め

ます。 

■主な事業内容：都市計画道路井野・酒々井線の整備／岩富・寺崎線の整備／幹線道路や生活道路の
整備  

施策② 安全・安心な道路環境を保全します 
 

⚫ 道路や橋梁を安全に利用できるよう適切な維持管理を行います。 

⚫ 交通量・危険箇所を把握し、カーブミラーや街灯などの交通安全施設を適切に整備、改修す

ることで、通学路をはじめとした道路の安全確保に努めます。 

■主な事業内容：道路の改修や維持管理／橋梁の長寿命化／街灯・カーブミラー・区画線などの交通
安全施設の整備や改修  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 道路の簡易な維持管理に自治会等地域ぐるみで協力すること 

⚫ 道路や交通施設の不具合を発見した場合には、速やかに市役所へ通報すること 

⚫  

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市幹線道路整備方針 2025 年度～（予定） 道路建設課 

佐倉市橋梁長寿命化修繕計画 2024 年度～2073 年度 道路建設課 

 
 

  
井野酒々井線（左）／谷津橋（右） 
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2-4 公園・緑地整備 

  

８年後の目指す姿 

 

多くの市民が訪れ、思い思いに豊かな時間を過ごせる場所として、市民に愛される魅力ある公

園・緑地づくりを目指します。また、公園・緑地が地域課題や社会課題を解決するプラットフォ

ームとして機能することにより、自然と共生できる豊かな暮らしの実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 佐倉市全体のみどりの“量”に対する満足度 81.4% 81.4% 

① 佐倉市全体のみどりの“質”に対する満足度 69.6% 73.2% 

② 

③ 
佐倉市内の公園の利用頻度 69.3% 73.1% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 公園施設の老朽化や公園内の樹木等の繁茂が進んでいます。 

⚫ 市内には多くの緑が残されており、市民生活に潤いを与えていますが、中には管理が不十分な

ため、交通や景観上の課題となっている場所もあります。 

⚫ 市民にとって最も身近な公共空間にもかかわらず、利用頻度の低い公園があります。 

＜課題＞ 

⚫ 快適な公園環境を維持していくためには、公園・緑地の再編や機能集約を図り、施設の整備・

改修や樹木の剪定等の適切な維持管理を行う必要があります。 

⚫ 市民の緑化意識を高め、自発的な緑化活動と管理の取組への支援が必要です。 

⚫ 公園・緑地が地域住民の居場所となるだけではなく、地域課題や社会課題を解決するプラット

フォームとして活用できることを意識してもらい、市民や民間事業者による積極的な利活用を

促進する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① みどりの適正な量の確保とみどりの質の向上を目指します 

 
⚫ 本市を象徴する公園等をみどりの拠点として位置づけるとともに、地域ごとの公園・緑地

の規模や位置を考慮した役割分担や市民ニーズを踏まえた新たな機能を検討し、再編や機

能集約を図り、適正なみどりの量の確保に努めます。 

⚫ 公園・緑地等の除草や樹木の剪定・伐採等の適正な維持管理や維持管理の効率化を図ると

ともに、里山環境の生物多様性の保全や水辺のみどりの保全により、みどりの質の向上を

図ります。 

■主な事業内容：公園・緑地等の再配置計画の策定／公園・緑地内の樹木や街路樹の剪定・伐採  
施策② みどりを活用し、持続可能で豊かな暮らしを実現します 

 
⚫ 佐倉ふるさと広場や佐倉城址公園、佐倉里山自然公園、岩名運動公園などの大規模な公園

をはじめ、市民に身近な公園に至るまで、それぞれの公園の特徴を活かした魅力づくりに

取り組みます。 

⚫ 都市公園をはじめとしたみどりをグリーンインフラとしての活用や新たな価値を創造し、

社会課題を解決する場としての活用など、更なる活用を進めます。 

■主な事業内容：佐倉ふるさと広場拡張整備事業／佐倉城址公園整備事業／佐倉里山自然公園整備事
業／公園等を活用したプレーパークや森のようちえん等の外遊び活動や野外体験活
動の推進  

施策③ 市民協働・公民連携によるみどりの維持管理や利活用を促進します 
 

⚫ 市民の憩いの場として親しまれる公園について、公園利用者等と協力しながら市民による

維持管理・利活用を促進するとともに、みどりを担う人材育成に取り組みます。 

⚫ 公園施設の整備、改修等を進め、安全な施設の提供を図るとともに、民間事業者との連携を

図ることにより、公園等の維持管理・利活用を促進します。 

■主な事業内容：清掃協力制度による公園の定期的な除草・清掃／大型公園等における Park-PFI 等
の公民連携事業の導入の検討  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 市民にとって一番身近な公共空間である公園を地域の居場所として、地域課題や社会課題を

解決するプラットフォームとして活用すること 

⚫ 身近な公園や緑地に関心を持ち、維持管理に協力すること 

⚫ 積極的に公園や緑地を活用し、公園を含めたエリア全体の魅力を向上すること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市みどりの基本計画 2023 年度～2031 年度 公園緑地課 
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2-4 公園・緑地整備 

  

８年後の目指す姿 

 

多くの市民が訪れ、思い思いに豊かな時間を過ごせる場所として、市民に愛される魅力ある公

園・緑地づくりを目指します。また、公園・緑地が地域課題や社会課題を解決するプラットフォ

ームとして機能することにより、自然と共生できる豊かな暮らしの実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 佐倉市全体のみどりの“量”に対する満足度 81.4% 81.4% 

① 佐倉市全体のみどりの“質”に対する満足度 69.6% 73.2% 

② 

③ 
佐倉市内の公園の利用頻度 69.3% 73.1% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 公園施設の老朽化や公園内の樹木等の繁茂が進んでいます。 

⚫ 市内には多くの緑が残されており、市民生活に潤いを与えていますが、中には管理が不十分な

ため、交通や景観上の課題となっている場所もあります。 

⚫ 市民にとって最も身近な公共空間にもかかわらず、利用頻度の低い公園があります。 

＜課題＞ 

⚫ 快適な公園環境を維持していくためには、公園・緑地の再編や機能集約を図り、施設の整備・

改修や樹木の剪定等の適切な維持管理を行う必要があります。 

⚫ 市民の緑化意識を高め、自発的な緑化活動と管理の取組への支援が必要です。 

⚫ 公園・緑地が地域住民の居場所となるだけではなく、地域課題や社会課題を解決するプラット

フォームとして活用できることを意識してもらい、市民や民間事業者による積極的な利活用を

促進する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① みどりの適正な量の確保とみどりの質の向上を目指します 

 
⚫ 本市を象徴する公園等をみどりの拠点として位置づけるとともに、地域ごとの公園・緑地

の規模や位置を考慮した役割分担や市民ニーズを踏まえた新たな機能を検討し、再編や機

能集約を図り、適正なみどりの量の確保に努めます。 

⚫ 公園・緑地等の除草や樹木の剪定・伐採等の適正な維持管理や維持管理の効率化を図ると

ともに、里山環境の生物多様性の保全や水辺のみどりの保全により、みどりの質の向上を

図ります。 

■主な事業内容：公園・緑地等の再配置計画の策定／公園・緑地内の樹木や街路樹の剪定・伐採  
施策② みどりを活用し、持続可能で豊かな暮らしを実現します 

 
⚫ 佐倉ふるさと広場や佐倉城址公園、佐倉里山自然公園、岩名運動公園などの大規模な公園

をはじめ、市民に身近な公園に至るまで、それぞれの公園の特徴を活かした魅力づくりに

取り組みます。 

⚫ 都市公園をはじめとしたみどりをグリーンインフラとしての活用や新たな価値を創造し、

社会課題を解決する場としての活用など、更なる活用を進めます。 

■主な事業内容：佐倉ふるさと広場拡張整備事業／佐倉城址公園整備事業／佐倉里山自然公園整備事
業／公園等を活用したプレーパークや森のようちえん等の外遊び活動や野外体験活
動の推進  

施策③ 市民協働・公民連携によるみどりの維持管理や利活用を促進します 
 

⚫ 市民の憩いの場として親しまれる公園について、公園利用者等と協力しながら市民による

維持管理・利活用を促進するとともに、みどりを担う人材育成に取り組みます。 

⚫ 公園施設の整備、改修等を進め、安全な施設の提供を図るとともに、民間事業者との連携を

図ることにより、公園等の維持管理・利活用を促進します。 

■主な事業内容：清掃協力制度による公園の定期的な除草・清掃／大型公園等における Park-PFI 等
の公民連携事業の導入の検討  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 市民にとって一番身近な公共空間である公園を地域の居場所として、地域課題や社会課題を

解決するプラットフォームとして活用すること 

⚫ 身近な公園や緑地に関心を持ち、維持管理に協力すること 

⚫ 積極的に公園や緑地を活用し、公園を含めたエリア全体の魅力を向上すること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市みどりの基本計画 2023 年度～2031 年度 公園緑地課 
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2-5 上下水道 

  

８年後の目指す姿 

 

 

安全で安定的な水の供給と健全な水循環を実現し、災害に強い強靭な上下水道施設を目指しま

す。また、危機管理体制の強化と、健全で安定した経営体制の構築を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 上水道重要施設までの水道管の耐震適合率 65.7% 90.5% 

① 下水道管点検・調査率 11.9% 25.2% 

② 
排水ポンプ施設（排水ポンプ・操作盤・水位計
等）の更新数 

2 基 

（2022 年度実績値） 

18 基 

（期間累計） 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 水道事業における水源は、地下水と印旛広域水道用水供給事業から購入する表流水（受水）で

賄われています。水資源の確保は、印旛広域水道用水供給事業を通じ、奈良俣ダム、八ッ場ダ

ム、霞ケ浦導水事業に参画することで、必要な受水量の確保を行っています。 

⚫ 水需要の減少等により厳しい経営環境が続く中、事業の効率化に努めるとともに、適切な水道

料金及び下水道使用料のあり方について、検討を重ねています。 

＜課題＞ 

⚫ 人口減少に伴う収入の減少や施設の老朽化・耐震化対策といった様々な経営課題を抱える中で、

これらの課題に対応できる持続可能な水道事業及び下水道事業を構築する必要があります。 

⚫ 持続可能な水道事業及び下水道事業のため、広域化など新たな経営手法の導入を検討する必要

があります。 

⚫ 霞ケ浦導水の完成に向け、必要な施設整備を進めていく必要があります。 

⚫ 浸水リスクを評価し、雨水整備の優先度の高い地域について浸水対策を推進する必要がありま

す。 

⚫ 雨水排水施設を計画的に更新していく必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 経営と施設の健全性、持続性を確保します 

 
⚫ 安全で安定的な水の供給と健全な水循環を実現し、強靭な水道・下水道施設を確保します。 

⚫ 危機管理体制を強化し、健全で安定した経営体制の構築を目指します。 

■主な事業内容：浄水場の修繕・更新／上水道施設の耐震化／受水事業／下水道施設の改築・修繕／
下水道ポンプ場の耐震化／印旛沼流域下水道負担金事業   

施策② 雨水排水施設を適正に管理し浸水被害の軽減に努めます 
 

⚫ 雨水排水施設の改修等を行い、排水能力を確保し、集中豪雨などによる浸水被害の軽減に

努めます。 

⚫ 排水ポンプ等の設備を適正に管理し、排水機能を維持します。 

■主な事業内容：雨水排水施設の整備、改修  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 水道水の適切な使用 

⚫ 下水道処理区域内における公共下水道への転換や汚水管と雨水管の誤接続の改善等下水道の

適切な使用に努めること 

⚫ 雨水貯留浸透施設の設置など、浸水対策に努めること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市上下水道ビジョン 2016 年度～2031 年度 経営企画課 

佐倉市水道施設耐震化計画 2016 年度～2055 年度 水道課 

佐倉市下水道総合地震対策計画 2017 年度～2026 年度 下水道課 

佐倉市下水道施設ストックマネジメント計画 2019 年度～2053 年度 下水道課 

佐倉市雨水管理総合計画 2021 年度～2040 年度 下水道課 

 
 

  
水道管の耐震化工事（左）／下水道の調査（右） 
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2-5 上下水道 

  

８年後の目指す姿 

 

 

安全で安定的な水の供給と健全な水循環を実現し、災害に強い強靭な上下水道施設を目指しま

す。また、危機管理体制の強化と、健全で安定した経営体制の構築を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 上水道重要施設までの水道管の耐震適合率 65.7% 90.5% 

① 下水道管点検・調査率 11.9% 25.2% 

② 
排水ポンプ施設（排水ポンプ・操作盤・水位計
等）の更新数 

2 基 

（2022 年度実績値） 

18 基 

（期間累計） 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 水道事業における水源は、地下水と印旛広域水道用水供給事業から購入する表流水（受水）で

賄われています。水資源の確保は、印旛広域水道用水供給事業を通じ、奈良俣ダム、八ッ場ダ

ム、霞ケ浦導水事業に参画することで、必要な受水量の確保を行っています。 

⚫ 水需要の減少等により厳しい経営環境が続く中、事業の効率化に努めるとともに、適切な水道

料金及び下水道使用料のあり方について、検討を重ねています。 

＜課題＞ 

⚫ 人口減少に伴う収入の減少や施設の老朽化・耐震化対策といった様々な経営課題を抱える中で、

これらの課題に対応できる持続可能な水道事業及び下水道事業を構築する必要があります。 

⚫ 持続可能な水道事業及び下水道事業のため、広域化など新たな経営手法の導入を検討する必要

があります。 

⚫ 霞ケ浦導水の完成に向け、必要な施設整備を進めていく必要があります。 

⚫ 浸水リスクを評価し、雨水整備の優先度の高い地域について浸水対策を推進する必要がありま

す。 

⚫ 雨水排水施設を計画的に更新していく必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 経営と施設の健全性、持続性を確保します 

 
⚫ 安全で安定的な水の供給と健全な水循環を実現し、強靭な水道・下水道施設を確保します。 

⚫ 危機管理体制を強化し、健全で安定した経営体制の構築を目指します。 

■主な事業内容：浄水場の修繕・更新／上水道施設の耐震化／受水事業／下水道施設の改築・修繕／
下水道ポンプ場の耐震化／印旛沼流域下水道負担金事業   

施策② 雨水排水施設を適正に管理し浸水被害の軽減に努めます 
 

⚫ 雨水排水施設の改修等を行い、排水能力を確保し、集中豪雨などによる浸水被害の軽減に

努めます。 

⚫ 排水ポンプ等の設備を適正に管理し、排水機能を維持します。 

■主な事業内容：雨水排水施設の整備、改修  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 水道水の適切な使用 

⚫ 下水道処理区域内における公共下水道への転換や汚水管と雨水管の誤接続の改善等下水道の

適切な使用に努めること 

⚫ 雨水貯留浸透施設の設置など、浸水対策に努めること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市上下水道ビジョン 2016 年度～2031 年度 経営企画課 

佐倉市水道施設耐震化計画 2016 年度～2055 年度 水道課 

佐倉市下水道総合地震対策計画 2017 年度～2026 年度 下水道課 

佐倉市下水道施設ストックマネジメント計画 2019 年度～2053 年度 下水道課 

佐倉市雨水管理総合計画 2021 年度～2040 年度 下水道課 

 
 

  
水道管の耐震化工事（左）／下水道の調査（右） 
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2-6 消防・防災 

  

８年後の目指す姿 

 

 

災害等が発生した際の、情報伝達体制や資機材、防災施設の体制整備が充実し、地域における自

助・共助の力が高まった、安全・安心なまちの実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 消防機庫（昭和 56 年耐震基準以下）の耐震化率 80.8% 100% 

② 消防署庁舎の大規模改修件数 0 件 2 件 

③ 災害に対して備えのある市民の割合 87.8% 92.4% 

④ 災害情報メール登録者数 21,068 人 24,068 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 近年多発している地震や風水害に対し、隣近所等での助け合いが必要となっています。 

⚫ 職業形態の変化や消防団員の高齢化に伴い、全国的に団員不足が問題となっており、消防団組

織のない地域の、消防団への理解や協力が不可欠となっています。 

⚫ 近年、局地的大雨が頻発する傾向があり、河川や、調整池などの防災施設の重要性が高まって

います。一方、設置後の経年変化により、設備に老朽化が見られる施設が増加しています。 

⚫ 耐震基準に満たない民間建築物の、耐震化が求められています。 

＜課題＞ 

⚫ 市民の防災意識を更に向上させるため、継続して啓発を行うことが必要です。 

⚫ 防災行政無線の難聴地域対策として、更なる整備・充実が必要です。また、情報伝達手段の多

様化と、市民への周知が必要です。 

⚫ 消防団員の確保や地域の理解を図るとともに、資機材の充実、消防水利の確保などの体制整備

が必要です。 

⚫ 防災施設が適正に機能する状態を確保するため、現況調査に基づき、計画的な施設の維持管理、

改修を行う必要があります。 

⚫ 民間建築物の耐震化を、促進する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 地域における消防力の充実を図ります 

 
⚫ 消防団の充実・強化を図るため、消火活動用資機材の確保、啓発運動の支援、団員の能力向

上のための訓練を行います。 

⚫ 消防団活動について、広報紙などを通じて市民の理解を深め、団員確保に努めます。 

⚫ 消防団と消防組合、市民との連携がとれる消防体制の整備を図ります。 

■主な事業内容：消防団の活動（操法大会・研修会派遣等）支援／消防機庫改修・機材の更新  
施策② 消防体制の整備を図ります 

 
⚫ 佐倉市八街市酒々井町消防組合と連携し、消防体制の整備を図ります。 

⚫ 公共施設に設置した AED の維持管理を行います。 

■主な事業内容：AED の貸出・管理／消火栓・防災水槽の維持管理  
施策③ 防災に関する知識・意識の普及を図ります 

 
⚫ 防災に関する多様な視点を踏まえた知識の普及を図るため、他部門との連携も強化しなが

ら、防災訓練や、広報紙などを通じた啓発活動を行います。 

■主な事業内容：災害に関する情報発信・意識啓発（防災マップ、防災ガイドブック等の 

配布）／地域や市の防災訓練開催  
施策④ 災害に備えた体制を整備します 

 
⚫ 災害情報のメール配信等、防災情報基盤の充実とデジタル化に向けた検討を進めます。 

⚫ 防災井戸、防災備蓄倉庫などの防災関連施設や、避難生活の環境を良好に保つための設備

の維持管理を行います。 

⚫ 河川・調整池などの改修を行います。 

⚫ 鹿島川・高崎川等の治水対策について、千葉県と連携を図りながら推進します。 

⚫ 民間建築物の耐震化及び危険ブロック塀等の撤去の重要性の周知に努めるとともに、これ

らに係る支援を行います。 

⚫ 災害時の応援協定、帰宅困難者対策等、災害時を想定した体制の充実を図ります。 

■主な事業内容：災害に関する注意喚起や避難情報の発信／防災備蓄倉庫の資機材・設備の 

管理／防災に関する施設（無線・井戸など）の整備／河川・調整池などの 

改修／既存建築物の耐震化や改修等の支援／危険ブロック塀などの除去  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 消防団活動の重要性を理解し、協力すること 

⚫ 地域における自助、共助の力を高めるため、日ごろから食料の備蓄や、地域との交流を図る

こと 

⚫ 救急救命講習を受講し、救命措置に関する知識を習得すること 

⚫ 災害に備え、防災訓練への参加・建築物の耐震化や家具の転倒防止を図ること 

⚫ 地域に密着した消火活動や災害対応活動など、地域の安心と安全を自ら守る自助、共助の意

識を持って消防団活動について理解し、協力すること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市地域防災計画 期間なし 危機管理課 

佐倉市耐震改修促進計画 2022 年度～2025 年度 建築指導課 
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2-6 消防・防災 

  

８年後の目指す姿 

 

 

災害等が発生した際の、情報伝達体制や資機材、防災施設の体制整備が充実し、地域における自

助・共助の力が高まった、安全・安心なまちの実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 消防機庫（昭和 56 年耐震基準以下）の耐震化率 80.8% 100% 

② 消防署庁舎の大規模改修件数 0 件 2 件 

③ 災害に対して備えのある市民の割合 87.8% 92.4% 

④ 災害情報メール登録者数 21,068 人 24,068 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 近年多発している地震や風水害に対し、隣近所等での助け合いが必要となっています。 

⚫ 職業形態の変化や消防団員の高齢化に伴い、全国的に団員不足が問題となっており、消防団組

織のない地域の、消防団への理解や協力が不可欠となっています。 

⚫ 近年、局地的大雨が頻発する傾向があり、河川や、調整池などの防災施設の重要性が高まって

います。一方、設置後の経年変化により、設備に老朽化が見られる施設が増加しています。 

⚫ 耐震基準に満たない民間建築物の、耐震化が求められています。 

＜課題＞ 

⚫ 市民の防災意識を更に向上させるため、継続して啓発を行うことが必要です。 

⚫ 防災行政無線の難聴地域対策として、更なる整備・充実が必要です。また、情報伝達手段の多

様化と、市民への周知が必要です。 

⚫ 消防団員の確保や地域の理解を図るとともに、資機材の充実、消防水利の確保などの体制整備

が必要です。 

⚫ 防災施設が適正に機能する状態を確保するため、現況調査に基づき、計画的な施設の維持管理、

改修を行う必要があります。 

⚫ 民間建築物の耐震化を、促進する必要があります。 

  

83 

◇施策の内容  
施策① 地域における消防力の充実を図ります 

 
⚫ 消防団の充実・強化を図るため、消火活動用資機材の確保、啓発運動の支援、団員の能力向

上のための訓練を行います。 

⚫ 消防団活動について、広報紙などを通じて市民の理解を深め、団員確保に努めます。 

⚫ 消防団と消防組合、市民との連携がとれる消防体制の整備を図ります。 

■主な事業内容：消防団の活動（操法大会・研修会派遣等）支援／消防機庫改修・機材の更新  
施策② 消防体制の整備を図ります 

 
⚫ 佐倉市八街市酒々井町消防組合と連携し、消防体制の整備を図ります。 

⚫ 公共施設に設置した AED の維持管理を行います。 

■主な事業内容：AED の貸出・管理／消火栓・防災水槽の維持管理  
施策③ 防災に関する知識・意識の普及を図ります 

 
⚫ 防災に関する多様な視点を踏まえた知識の普及を図るため、他部門との連携も強化しなが

ら、防災訓練や、広報紙などを通じた啓発活動を行います。 

■主な事業内容：災害に関する情報発信・意識啓発（防災マップ、防災ガイドブック等の 

配布）／地域や市の防災訓練開催  
施策④ 災害に備えた体制を整備します 

 
⚫ 災害情報のメール配信等、防災情報基盤の充実とデジタル化に向けた検討を進めます。 

⚫ 防災井戸、防災備蓄倉庫などの防災関連施設や、避難生活の環境を良好に保つための設備

の維持管理を行います。 

⚫ 河川・調整池などの改修を行います。 

⚫ 鹿島川・高崎川等の治水対策について、千葉県と連携を図りながら推進します。 

⚫ 民間建築物の耐震化及び危険ブロック塀等の撤去の重要性の周知に努めるとともに、これ

らに係る支援を行います。 

⚫ 災害時の応援協定、帰宅困難者対策等、災害時を想定した体制の充実を図ります。 

■主な事業内容：災害に関する注意喚起や避難情報の発信／防災備蓄倉庫の資機材・設備の 

管理／防災に関する施設（無線・井戸など）の整備／河川・調整池などの 

改修／既存建築物の耐震化や改修等の支援／危険ブロック塀などの除去  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 消防団活動の重要性を理解し、協力すること 

⚫ 地域における自助、共助の力を高めるため、日ごろから食料の備蓄や、地域との交流を図る

こと 

⚫ 救急救命講習を受講し、救命措置に関する知識を習得すること 

⚫ 災害に備え、防災訓練への参加・建築物の耐震化や家具の転倒防止を図ること 

⚫ 地域に密着した消火活動や災害対応活動など、地域の安心と安全を自ら守る自助、共助の意

識を持って消防団活動について理解し、協力すること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市地域防災計画 期間なし 危機管理課 

佐倉市耐震改修促進計画 2022 年度～2025 年度 建築指導課 
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2-7 防犯・交通安全 

 

８年後の目指す姿 

 

市民一人ひとりが高い防犯意識を持ち、市民・市・警察などが連携して犯罪の抑止に取り組み、

安全・安心に暮らすことのできる社会の実現を目指します。また、自動車運転をする人も歩行者

も、交通安全に対する意識を持ち、交通事故のない社会の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 人口 1 万人当たりの犯罪発生件数 40.2 件 
犯罪発生件数 

が減少している 

② 交通事故発生件数 289 件 
交通事故発生件数
が減少している 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 市内の犯罪発生件数は減少傾向にありますが、自転車盗、車上ねらい、空き巣、電話 de 詐欺（特

殊詐欺）など、市民生活に身近な犯罪は依然として発生しています。 

⚫ 市内の交通事故発生件数は減少傾向にありますが、高齢者の占める割合は、減少傾向とはなっ

ておりません。 

＜課題＞ 

⚫ 社会全体での持続的な防犯への取組を行うため、市民の防犯意識の高揚を図る必要があります。 

⚫ 高齢化など社会情勢の変化を踏まえた、交通安全対策を検討する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 犯罪の抑止を図ります 

 
⚫ 関係機関とも連携を図りながら、市民に対し、特殊詐欺等の新たな犯罪を含む防犯意識の

啓発を行います。 

⚫ 警察などと連携を図りながら、地域の防犯活動を支援します。 

■主な事業内容：地域防犯活動（自主防犯活動）推進事業  
施策② 交通安全対策を推進します 

 
⚫ 高齢者や子ども向けの交通安全教室を通じ、交通事故の減少を図ります。 

⚫ 街頭啓発などの交通安全意識の啓発を通じ、交通事故の減少を図ります。 

⚫ 警察などの関係機関への要望などを通じ、交通事故の減少を図ります。 

■主な事業内容：交通安全啓発事業／市営自転車駐車場の施設管理事業／放置自転車の撤去・移送・
管理事業  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 防犯に対する意識を高め、住居や自動車、自転車の確実な施錠の実施や、近所への声かけ、

留守番電話の設定などの適切な対応をとること 

⚫ 防犯パトロールなどの地域の防犯活動への参加 

⚫ 交通ルールの遵守、正しい交通マナーの実践 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第 11 次佐倉市交通安全計画 2021 年度～2025 年度 道路維持課 

 
 

  

貸出用の防犯資機材（左）／青色防犯パトロール車（右） 

  

－ 84 －

第 
２ 
章

基
本
施
策

S
D
G
S



 

84 

2-7 防犯・交通安全 

 

８年後の目指す姿 

 

市民一人ひとりが高い防犯意識を持ち、市民・市・警察などが連携して犯罪の抑止に取り組み、

安全・安心に暮らすことのできる社会の実現を目指します。また、自動車運転をする人も歩行者

も、交通安全に対する意識を持ち、交通事故のない社会の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 人口 1 万人当たりの犯罪発生件数 40.2 件 
犯罪発生件数 

が減少している 

② 交通事故発生件数 289 件 
交通事故発生件数
が減少している 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 市内の犯罪発生件数は減少傾向にありますが、自転車盗、車上ねらい、空き巣、電話 de 詐欺（特

殊詐欺）など、市民生活に身近な犯罪は依然として発生しています。 

⚫ 市内の交通事故発生件数は減少傾向にありますが、高齢者の占める割合は、減少傾向とはなっ

ておりません。 

＜課題＞ 

⚫ 社会全体での持続的な防犯への取組を行うため、市民の防犯意識の高揚を図る必要があります。 

⚫ 高齢化など社会情勢の変化を踏まえた、交通安全対策を検討する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 犯罪の抑止を図ります 

 
⚫ 関係機関とも連携を図りながら、市民に対し、特殊詐欺等の新たな犯罪を含む防犯意識の

啓発を行います。 

⚫ 警察などと連携を図りながら、地域の防犯活動を支援します。 

■主な事業内容：地域防犯活動（自主防犯活動）推進事業  
施策② 交通安全対策を推進します 

 
⚫ 高齢者や子ども向けの交通安全教室を通じ、交通事故の減少を図ります。 

⚫ 街頭啓発などの交通安全意識の啓発を通じ、交通事故の減少を図ります。 

⚫ 警察などの関係機関への要望などを通じ、交通事故の減少を図ります。 

■主な事業内容：交通安全啓発事業／市営自転車駐車場の施設管理事業／放置自転車の撤去・移送・
管理事業  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 防犯に対する意識を高め、住居や自動車、自転車の確実な施錠の実施や、近所への声かけ、

留守番電話の設定などの適切な対応をとること 

⚫ 防犯パトロールなどの地域の防犯活動への参加 

⚫ 交通ルールの遵守、正しい交通マナーの実践 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第 11 次佐倉市交通安全計画 2021 年度～2025 年度 道路維持課 

 
 

  

貸出用の防犯資機材（左）／青色防犯パトロール車（右） 
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2-8 市民相談・結婚支援 

 

８年後の目指す姿 

 

 

市民が日常生活において抱える様々な問題に対し、早期に、適切な解決策が見いだせる社会の実

現を目指します。また、市民の結婚の希望が叶う支援体制の充実を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 法律・人権・行政相談の認知度 47.9% 60.5% 

② 佐倉市消費生活センターの認知度 29% 35% 

③ 婚活支援協議会新規登録者数 108 人 118 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 少子高齢化の進展や地域住民のつながりの希薄化などにより、日常生活を過ごす上で様々なト

ラブルや相談ごとが発生しています。 

⚫ 消費生活セミナー、消費生活相談員による出前講座などによる情報提供により、消費者トラブ

ルの未然防止を図っています。 

⚫ ライフスタイルの多様化に伴い、独身を選択される方も増えていますが、一方で、機会に恵ま

れずパートナーに出会うことのできない方がいます。 

＜課題＞ 

⚫ 法律・人権・行政相談の実施時間帯、開催場所について、市民が利用しやすく、また、効率的か

つ効果的な運営方法を検討する必要があります。 

⚫ 高齢化に伴う悪質なトラブルやライフスタイルの変化に伴う相談ごとに対する支援体制につい

て、的確な情報を効率的に発信する必要があります。 

⚫ 結婚は自由意志に基づくものであることを念頭に、結婚支援を推進する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 市民相談への適切な支援を推進します 

 
⚫ 日常生活を営む上で発生する個々の生活トラブルや地域の課題を抱えた相談者に、解決の

糸口をアドバイスできるよう、わかりやすく、きめ細かな相談体制を整備します。 

⚫ 適切な解決策が見いだせるよう関係機関と連携しながら対応します。 

■主な事業内容：法律・人権・行政相談  
施策② 安全な消費生活を守ります 

 
⚫ 消費生活センターでの取組について認知度の向上を図るため、より多くの市民へ周知を図

るとともに、自立した消費者の育成と、消費者がトラブルに巻き込まれないための知識の

普及・啓発を行います。 

⚫ 専門知識を有する消費生活相談員による相談体制を、より一層充実させます。 

■主な事業内容：消費生活相談／啓発のための消費生活セミナー・消費者問題出前講座  
施策③ 結婚支援を推進します 

 
⚫ 結婚相談を実施します。 

⚫ 婚活支援協議会が実施する魅力的で参加しやすい婚活支援イベントにより、結婚を希望す

る市民に出会いの場や、きっかけづくりを提供します。 

■主な事業内容：婚活支援イベント／結婚相談  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 日頃より公的機関等の相談窓口を把握し、トラブル等が発生した場合に備えること 

⚫ 消費生活セミナー、消費生活相談員による出前講座などの学びの場への参加や積極的な情報

収集により、消費者被害に関する当事者意識を高めること 

 
 

  
婚活イベント（左）／消費生活センター（右） 
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2-8 市民相談・結婚支援 

 

８年後の目指す姿 

 

 

市民が日常生活において抱える様々な問題に対し、早期に、適切な解決策が見いだせる社会の実

現を目指します。また、市民の結婚の希望が叶う支援体制の充実を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 法律・人権・行政相談の認知度 47.9% 60.5% 

② 佐倉市消費生活センターの認知度 29% 35% 

③ 婚活支援協議会新規登録者数 108 人 118 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 少子高齢化の進展や地域住民のつながりの希薄化などにより、日常生活を過ごす上で様々なト

ラブルや相談ごとが発生しています。 

⚫ 消費生活セミナー、消費生活相談員による出前講座などによる情報提供により、消費者トラブ

ルの未然防止を図っています。 

⚫ ライフスタイルの多様化に伴い、独身を選択される方も増えていますが、一方で、機会に恵ま

れずパートナーに出会うことのできない方がいます。 

＜課題＞ 

⚫ 法律・人権・行政相談の実施時間帯、開催場所について、市民が利用しやすく、また、効率的か

つ効果的な運営方法を検討する必要があります。 

⚫ 高齢化に伴う悪質なトラブルやライフスタイルの変化に伴う相談ごとに対する支援体制につい

て、的確な情報を効率的に発信する必要があります。 

⚫ 結婚は自由意志に基づくものであることを念頭に、結婚支援を推進する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 市民相談への適切な支援を推進します 

 
⚫ 日常生活を営む上で発生する個々の生活トラブルや地域の課題を抱えた相談者に、解決の

糸口をアドバイスできるよう、わかりやすく、きめ細かな相談体制を整備します。 

⚫ 適切な解決策が見いだせるよう関係機関と連携しながら対応します。 

■主な事業内容：法律・人権・行政相談  
施策② 安全な消費生活を守ります 

 
⚫ 消費生活センターでの取組について認知度の向上を図るため、より多くの市民へ周知を図

るとともに、自立した消費者の育成と、消費者がトラブルに巻き込まれないための知識の

普及・啓発を行います。 

⚫ 専門知識を有する消費生活相談員による相談体制を、より一層充実させます。 

■主な事業内容：消費生活相談／啓発のための消費生活セミナー・消費者問題出前講座  
施策③ 結婚支援を推進します 

 
⚫ 結婚相談を実施します。 

⚫ 婚活支援協議会が実施する魅力的で参加しやすい婚活支援イベントにより、結婚を希望す

る市民に出会いの場や、きっかけづくりを提供します。 

■主な事業内容：婚活支援イベント／結婚相談  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 日頃より公的機関等の相談窓口を把握し、トラブル等が発生した場合に備えること 

⚫ 消費生活セミナー、消費生活相談員による出前講座などの学びの場への参加や積極的な情報

収集により、消費者被害に関する当事者意識を高めること 

 
 

  
婚活イベント（左）／消費生活センター（右） 

  

－ 87 －

第 

２ 

章

基
本
施
策

S
D
G
S



 

88 

2-9 環境保全 

           

８年後の目指す姿 

 

 

環境にやさしい暮らしや、環境に配慮した事業活動が実現した、安全・安心で快適なまちを目指

します。また、印旛沼や谷津などの豊かな自然環境を、永く守り育てるまちを目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 生活排水処理率 94.1% 95.5% 

② ごみ総排出量 50,293 t 44,880 t 

③ 環境基準達成率※1 98.6% 99.5% 

④ 市役所の温室効果ガス（CO2）排出量 
12,377 t-CO2 

（2021 年度） 
8,791 t-CO2 

④ 市全体の温室効果ガス（CO2）排出量 
1,483 千ｔ-CO2

（2020 年度） 
1,123 千ｔ-CO2 

※1環境基準達成率：市内における大気汚染、水質汚濁及び騒音に係る環境基準※2を達成している割合 
※2環境基準：人の健康保護及び生活環境の保全において維持されることが望ましい基準（環境基本法） 
 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 畔田谷津での市民協働による環境保全活動によって、豊かな生態系が順調に回復しています。 

⚫ 印旛沼の水質について、千葉県や周辺市町、関係団体等と協力して啓発や対策等を行っていま

すが、改善には至っていません。 

⚫ ごみ総排出量は減少傾向にありますが、集積所の数が毎年増加しています。 

⚫ 定期的な監視とパトロールにより、産業廃棄物等の不法投棄防止に努めています。 

＜課題＞ 

⚫ 佐倉市の豊かな自然環境を将来に渡って保全し継承していくための仕組みづくりが必要です。 

⚫ 佐倉市は地理的な特性から不法投棄が行われやすく、監視力の強化等により、早期発見・対応

に努める必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 豊かな自然環境を保全します 

 
⚫ 谷津を中心に、自然環境の保全・再生整備を進めます。 

⚫ 豊かな自然環境を将来に渡って保全し、継承していくための取組を推進します。 

⚫ 印旛沼については、県や流域市町などと連携して水質改善に取り組みます。 

⚫ 多様な生物の生息地や、市民の憩いの場としての水辺の保全に努めます。 

■主な事業内容：谷津環境の保全／印旛沼の水質改善／環境学習の推進／合併処理浄化槽の普及促進  
施策② ごみの減量化・資源化を推進します 

 
⚫ 4R（リユース、リサイクル、リデュース、リフューズ）の推進など、ごみの発生又は排出を

抑制する生活様式の啓発とともに、学校等と連携した環境学習のあり方を検討し、ごみの

適正処理と減量化を図ります。 

⚫ 多量排出事業者への指導により、ごみの適正処理と減量化を図ります。 

⚫ 資源回収団体等への支援により、ごみの適正処理と減量化を図ります。 

⚫ 使用されなくなった最終処分場の廃止に向け、県との協議を継続するとともに、跡地の活

用方法を検討します。 

■主な事業内容：一般廃棄物の収集運搬／ごみ減量化の推進  
施策③ 生活環境の保全を図ります 

 
⚫ パトロールや関係機関との連携協力により、不法投棄等の防止・早期発見に努めます。 

⚫ 水質・騒音などを把握するとともに、身近な生活環境に係る問題の発生を抑制し、関係部門

との連携のもと、その解決に努めます。 

■主な事業内容：公害の調査・防止対策／不法投棄の防止対策  
施策④ 地球温暖化対策を推進します 

 
⚫ ゼロカーボンシティの実現に向けて、施策の普及・啓発を通じた市民・事業者・市職員等の

意識の醸成を図るとともに、取組に対する支援を行います。 

⚫ 庁内各部門との連携のもと、市役所自ら省エネルギーの推進と温室効果ガス（CO2）排出量

を削減します。 

⚫ 平時だけでなく、気候変動によって生じる被害や災害への備えを意識し、省エネルギーの

推進、再生可能エネルギーを活用した取組や気候変動適応の取組を推進します。 

■主な事業内容：地球温暖化の防止対策／省エネルギーの促進／気候変動適応に関する施策の推進  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 地域の自然環境に関心を持ち、守り、育てること 

⚫ 食品ロスの削減などごみの発生及び排出を抑制し、リサイクルを実践すること 

⚫ マイボトル持参によるペットボトル削減など温室効果ガスの排出削減に向けて、実践するこ

と 

⚫ 周辺の住環境に配慮し、日常生活や事業活動に伴う騒音の防止や、所有地の適正管理に努め

ること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第２次佐倉市環境基本計画 
2020 年度～2031 年度 

［2022 年度改定］ 
生活環境課 

第二次佐倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 
2018 年度～2030 年度 

［2022 年度改定］ 
生活環境課 

第３期佐倉市生活排水対策推進計画 2018 年度～2024 年度 生活環境課 

佐倉市一般廃棄物処理基本計画 2020 年度～2029 年度 廃棄物対策課 
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2-9 環境保全 

           

８年後の目指す姿 

 

 

環境にやさしい暮らしや、環境に配慮した事業活動が実現した、安全・安心で快適なまちを目指

します。また、印旛沼や谷津などの豊かな自然環境を、永く守り育てるまちを目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 生活排水処理率 94.1% 95.5% 

② ごみ総排出量 50,293 t 44,880 t 

③ 環境基準達成率※1 98.6% 99.5% 

④ 市役所の温室効果ガス（CO2）排出量 
12,377 t-CO2 

（2021 年度） 
8,791 t-CO2 

④ 市全体の温室効果ガス（CO2）排出量 
1,483 千ｔ-CO2

（2020 年度） 
1,123 千ｔ-CO2 

※1環境基準達成率：市内における大気汚染、水質汚濁及び騒音に係る環境基準※2を達成している割合 
※2環境基準：人の健康保護及び生活環境の保全において維持されることが望ましい基準（環境基本法） 
 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 畔田谷津での市民協働による環境保全活動によって、豊かな生態系が順調に回復しています。 

⚫ 印旛沼の水質について、千葉県や周辺市町、関係団体等と協力して啓発や対策等を行っていま

すが、改善には至っていません。 

⚫ ごみ総排出量は減少傾向にありますが、集積所の数が毎年増加しています。 

⚫ 定期的な監視とパトロールにより、産業廃棄物等の不法投棄防止に努めています。 

＜課題＞ 

⚫ 佐倉市の豊かな自然環境を将来に渡って保全し継承していくための仕組みづくりが必要です。 

⚫ 佐倉市は地理的な特性から不法投棄が行われやすく、監視力の強化等により、早期発見・対応

に努める必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 豊かな自然環境を保全します 

 
⚫ 谷津を中心に、自然環境の保全・再生整備を進めます。 

⚫ 豊かな自然環境を将来に渡って保全し、継承していくための取組を推進します。 

⚫ 印旛沼については、県や流域市町などと連携して水質改善に取り組みます。 

⚫ 多様な生物の生息地や、市民の憩いの場としての水辺の保全に努めます。 

■主な事業内容：谷津環境の保全／印旛沼の水質改善／環境学習の推進／合併処理浄化槽の普及促進  
施策② ごみの減量化・資源化を推進します 

 
⚫ 4R（リユース、リサイクル、リデュース、リフューズ）の推進など、ごみの発生又は排出を

抑制する生活様式の啓発とともに、学校等と連携した環境学習のあり方を検討し、ごみの

適正処理と減量化を図ります。 

⚫ 多量排出事業者への指導により、ごみの適正処理と減量化を図ります。 

⚫ 資源回収団体等への支援により、ごみの適正処理と減量化を図ります。 

⚫ 使用されなくなった最終処分場の廃止に向け、県との協議を継続するとともに、跡地の活

用方法を検討します。 

■主な事業内容：一般廃棄物の収集運搬／ごみ減量化の推進  
施策③ 生活環境の保全を図ります 

 
⚫ パトロールや関係機関との連携協力により、不法投棄等の防止・早期発見に努めます。 

⚫ 水質・騒音などを把握するとともに、身近な生活環境に係る問題の発生を抑制し、関係部門

との連携のもと、その解決に努めます。 

■主な事業内容：公害の調査・防止対策／不法投棄の防止対策  
施策④ 地球温暖化対策を推進します 

 
⚫ ゼロカーボンシティの実現に向けて、施策の普及・啓発を通じた市民・事業者・市職員等の

意識の醸成を図るとともに、取組に対する支援を行います。 

⚫ 庁内各部門との連携のもと、市役所自ら省エネルギーの推進と温室効果ガス（CO2）排出量

を削減します。 

⚫ 平時だけでなく、気候変動によって生じる被害や災害への備えを意識し、省エネルギーの

推進、再生可能エネルギーを活用した取組や気候変動適応の取組を推進します。 

■主な事業内容：地球温暖化の防止対策／省エネルギーの促進／気候変動適応に関する施策の推進  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 地域の自然環境に関心を持ち、守り、育てること 

⚫ 食品ロスの削減などごみの発生及び排出を抑制し、リサイクルを実践すること 

⚫ マイボトル持参によるペットボトル削減など温室効果ガスの排出削減に向けて、実践するこ

と 

⚫ 周辺の住環境に配慮し、日常生活や事業活動に伴う騒音の防止や、所有地の適正管理に努め

ること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第２次佐倉市環境基本計画 
2020 年度～2031 年度 

［2022 年度改定］ 
生活環境課 

第二次佐倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 
2018 年度～2030 年度 

［2022 年度改定］ 
生活環境課 

第３期佐倉市生活排水対策推進計画 2018 年度～2024 年度 生活環境課 

佐倉市一般廃棄物処理基本計画 2020 年度～2029 年度 廃棄物対策課 
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第３章 地域の資源を活かした活力と賑わいのあるまち 

（産業・観光・文化） 
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第３章 地域の資源を活かした活力と賑わいのあるまち 

（産業・観光・文化） 
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3-1 商工業振興 

   

８年後の目指す姿 

誰でもアイデア一つで創業や新規事業を生み出す環境が整っており、市内のあらゆる場所でイノ

ベーションが起こるまちを目指します。また、働きたい人がいつでも好きなときに働くことがで

き、事業者が必要な人材を常に雇用することができる労働市場の確立を目指します。加えて、市

内事業者が積極的に設備投資を行うとともに、IoT 等先端技術を活用し、効率的に事業を行うこ

とができるまちを目指します。さらに、多様化する消費者ニーズに的確に対応した魅力ある店

舗、商店会が増え、賑わいがあふれるまちを目指します。 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 佐倉商工会議所会員事業者組織率 48% 50% 

② 起業塾（入門編・実践編）受講者の創業者数 4 人 
20 人 

（期間累計） 

② 企業誘致助成金新規受給企業数 2 社 
10 社 

（期間累計） 

③ 地域職業相談室における市内相談者の就職率 15% 19% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 設備の老朽化等に伴い、中小企業では相対的に生産性が低下しています。 

⚫ 市内事業者は、新卒の学生等が採用できず、人材不足が深刻化しています。 

＜課題＞ 

⚫ 生産年齢人口の減少等による税収減が懸念される中でも、安定した持続的な行財政運営を行う

ためには、地域経済の活性化が不可欠です。 

⚫ 中小企業に設備投資を促すために、資金調達が円滑に進むよう支援する必要があります。 

⚫ 創業者が、事業が軌道に乗るまでの各種支援が必要です。 

⚫ 新卒等の若年層の採用が困難となっており、若年層の採用を支援するほか、高齢者、障害者、

女性、外国人等多様な人材を活用する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 企業の競争力向上に向けた取組を支援します 

 
⚫ 市内企業のデジタル化を含む設備投資及び事業拡大を図るために、資金調達を支援します。 

⚫ 市内企業の認知度を高めるため、他部門とも連携したイベント等を実施します。 

⚫ 商店会活性化を目指す集客イベントや施設整備、空き店舗を活用した出店促進等を支援し

ます。 

⚫ 市内事業者の競争力を高めるため、地域経済団体と連携して支援します。 

■主な事業内容：既存企業の事業拡大・施設拡充支援／商店会の取組支援／空き店舗対策  
施策② 企業誘致を進めるとともに、創業及び事業承継を推進します 

 
⚫ 企業誘致助成金の活用等を通じ、多様な業種の企業を誘致します。 

⚫ 企業誘致の受け皿となる用地が不足しているため、都市計画部門との連携を強化しつつ、

工業団地や佐倉インターチェンジ周辺等における産業用地確保の検討を行います。 

⚫ 起業塾や低利融資制度等により、創業希望者を知識面、資金面から支援します。 

⚫ 佐倉市スマートオフィスプレイスの運営等を通じ、産業界や金融機関、教育機関等との連

携による創業、技術開発、先端事業の創出を支援します。 

■主な事業内容：企業誘致の推進／官民連携による起業・創業支援／佐倉市スマートオフィスプレイ
スの運営  

施策③ 多様な人材の就業を支援します 
 

⚫ 求職者に雇用・就業に関する情報提供や知識習得機会の提供などを行い、市内企業等の認

知度の向上とともに、就業促進や職業能力向上、雇用の安定化を図ります。 

⚫ 企業の人手不足解消を図るため、若年層・女性・外国人・高齢者・障害者等の就労促進及び

定着支援を行います。 

⚫ テレワーク等、時代に即した多様な働き方を可能にする環境づくりを推進します。 

■主な事業内容：市内企業の市内雇用拡大支援／職業相談等による就業支援  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 市内事業者・地域経済団体・取組の核となる人材等と連携・協力して産業振興に取り組むこ

と 

⚫ 市内事業者は、相互に連携することで、市内における需要喚起に努めること 

⚫ 地域経済団体は、主体的に市内事業者の現状把握と経営支援を行うこと 

⚫ 市内の先輩創業者は、後進の創業希望者に対して助言等を行うこと 

⚫ 求職者は、市が開催する就職セミナーへの参加等を通じて、積極的に情報収集すること 

⚫ 若年層は、地域の企業や産業に対する理解を深め、興味を持つこと 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第２次佐倉市産業振興ビジョン 2020 年度～2031 年度 商工振興課 

  

－ 92 －

第 

３ 

章

基
本
施
策

S
D
G
S



 

92 

3-1 商工業振興 

   

８年後の目指す姿 

誰でもアイデア一つで創業や新規事業を生み出す環境が整っており、市内のあらゆる場所でイノ

ベーションが起こるまちを目指します。また、働きたい人がいつでも好きなときに働くことがで

き、事業者が必要な人材を常に雇用することができる労働市場の確立を目指します。加えて、市

内事業者が積極的に設備投資を行うとともに、IoT 等先端技術を活用し、効率的に事業を行うこ

とができるまちを目指します。さらに、多様化する消費者ニーズに的確に対応した魅力ある店

舗、商店会が増え、賑わいがあふれるまちを目指します。 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 佐倉商工会議所会員事業者組織率 48% 50% 

② 起業塾（入門編・実践編）受講者の創業者数 4 人 
20 人 

（期間累計） 

② 企業誘致助成金新規受給企業数 2 社 
10 社 

（期間累計） 

③ 地域職業相談室における市内相談者の就職率 15% 19% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 設備の老朽化等に伴い、中小企業では相対的に生産性が低下しています。 

⚫ 市内事業者は、新卒の学生等が採用できず、人材不足が深刻化しています。 

＜課題＞ 

⚫ 生産年齢人口の減少等による税収減が懸念される中でも、安定した持続的な行財政運営を行う

ためには、地域経済の活性化が不可欠です。 

⚫ 中小企業に設備投資を促すために、資金調達が円滑に進むよう支援する必要があります。 

⚫ 創業者が、事業が軌道に乗るまでの各種支援が必要です。 

⚫ 新卒等の若年層の採用が困難となっており、若年層の採用を支援するほか、高齢者、障害者、

女性、外国人等多様な人材を活用する必要があります。 

  

93 

◇施策の内容  
施策① 企業の競争力向上に向けた取組を支援します 

 
⚫ 市内企業のデジタル化を含む設備投資及び事業拡大を図るために、資金調達を支援します。 

⚫ 市内企業の認知度を高めるため、他部門とも連携したイベント等を実施します。 

⚫ 商店会活性化を目指す集客イベントや施設整備、空き店舗を活用した出店促進等を支援し

ます。 

⚫ 市内事業者の競争力を高めるため、地域経済団体と連携して支援します。 

■主な事業内容：既存企業の事業拡大・施設拡充支援／商店会の取組支援／空き店舗対策  
施策② 企業誘致を進めるとともに、創業及び事業承継を推進します 

 
⚫ 企業誘致助成金の活用等を通じ、多様な業種の企業を誘致します。 

⚫ 企業誘致の受け皿となる用地が不足しているため、都市計画部門との連携を強化しつつ、

工業団地や佐倉インターチェンジ周辺等における産業用地確保の検討を行います。 

⚫ 起業塾や低利融資制度等により、創業希望者を知識面、資金面から支援します。 

⚫ 佐倉市スマートオフィスプレイスの運営等を通じ、産業界や金融機関、教育機関等との連

携による創業、技術開発、先端事業の創出を支援します。 

■主な事業内容：企業誘致の推進／官民連携による起業・創業支援／佐倉市スマートオフィスプレイ
スの運営  

施策③ 多様な人材の就業を支援します 
 

⚫ 求職者に雇用・就業に関する情報提供や知識習得機会の提供などを行い、市内企業等の認

知度の向上とともに、就業促進や職業能力向上、雇用の安定化を図ります。 

⚫ 企業の人手不足解消を図るため、若年層・女性・外国人・高齢者・障害者等の就労促進及び

定着支援を行います。 

⚫ テレワーク等、時代に即した多様な働き方を可能にする環境づくりを推進します。 

■主な事業内容：市内企業の市内雇用拡大支援／職業相談等による就業支援  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 市内事業者・地域経済団体・取組の核となる人材等と連携・協力して産業振興に取り組むこ

と 

⚫ 市内事業者は、相互に連携することで、市内における需要喚起に努めること 

⚫ 地域経済団体は、主体的に市内事業者の現状把握と経営支援を行うこと 

⚫ 市内の先輩創業者は、後進の創業希望者に対して助言等を行うこと 

⚫ 求職者は、市が開催する就職セミナーへの参加等を通じて、積極的に情報収集すること 

⚫ 若年層は、地域の企業や産業に対する理解を深め、興味を持つこと 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第２次佐倉市産業振興ビジョン 2020 年度～2031 年度 商工振興課 
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3-2 農業振興 

 

８年後の目指す姿 

農林水産業者の担い手が確保され、市内農畜産物の魅力発信や地産地消の推進により、収益増加

が見込まれる経済の実現を目指します。また、チャレンジする人が活躍できる就農環境が整備さ

れている社会を目指します。農地の基盤整備により、スマート農業などが促進され、生産能力が

十分に引き出されている農村社会を目指します。また、美しく伝統のある集落が未来にわたって

継承される農村社会を目指します。 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 認定農業者等を含む担い手への農地利用集積面積 712ha 840ha 

① 有機農業に取り組む農地面積 27.2ha 32.6ha 

② 多面的機能活動面積 727.33ha 820ha 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 農業生産額が減少していく中、農業就業者が高齢化し、減少するとともに、農村集落を構成す

る人口も減少しており、農村集落での農地を含む地域資源の維持や継承が厳しい状況となって

います。 

⚫ 共同活動として行われた農地や農業施設等の地域資源の維持継続に支障を及ぼすことが懸念さ

れます。 

⚫ 有害鳥獣による農作物等への被害が増える傾向にあり、農作物生産の意欲低下につながってい

ます。 

＜課題＞ 

⚫ 農業の担い手の育成及び確保と、多様な経営に対応する支援が必要となっています。 

⚫ 農地の基盤整備、農業用水等の保全活動、地域コミュニティの構築を速やかに実施していく必

要があります。 

⚫ 地域での連携した取組や生産者個々での有害鳥獣対策を実施していく必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 競争力のある農林水産業を推進します 

 
⚫ 担い手の農業経営力を強化するため、主体的に生産・販売を行う経営マインドを持った担

い手を育成します。 

⚫ 地域の理解を得つつ、新規就農者や法人といった新たな担い手の確保に努めるとともに、

新規就農者の地域への定着を図ります。 

⚫ 地域資源の創出に向け、マーケティングにより打ち出されたコンセプトを捉えて、多様な

主体とタイアップし、農産物のブランド化や有機農業の推進など、佐倉産農産物の価値を

高める新商品の開発や需要開拓に対して支援を行います。 

⚫ 農地の生産性の向上に向け、作業効率を高めるため、地域内に分散している農地を整理し、

担い手ごとに集積を図ります。 

⚫ AI・ロボットといったスマート農業などが展開できる農地に向けた基盤整備に対して支援

を行うとともに、農地の改良や用排水施設の維持管理などの基盤整備に対しても支援を行

います。 

⚫ 森林環境譲与税を適切に活用し、健全な森林の整備、木材利用の促進や普及啓発を図りま

す。 

■主な事業内容：新規就農者の支援／担い手育成／農産物の高付加価値化・新商品の開発支援／農産
物の販売促進に向けた調査研究／森林環境譲与税基金の活用  

施策② 美しく活力のある農村社会にします 
 

⚫ 美しい景観の形成や田んぼダムの取り組みによる減災など、農業・農村の有する多面的機

能の維持・発揮を図るため、農業者以外の方々との連携も意識しながら、地域の農地・農業

用施設などの保全管理活動や生活環境の改善に対し支援を行います。 

⚫ 都市部住民と農業を営む住民の地域間交流の機会を創出し、農業に関する相互理解の醸成

を図ります。 

⚫ 農業環境の保全により持続性のある農業を推進するため、環境保全型農業や農業用廃プラ

スチックの適正処理に取り組むなど、環境に配慮する農業者への支援を行います。 

⚫ 鳥獣や病害虫から農作物を守るための対策へ支援を行います。 

■主な事業内容：農地・農業用施設の保全管理活動支援／環境に配慮する農業者支援／佐倉草ぶえの
丘の管理運営  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 農業者は、市・関係機関と連携して、農業施策に取り組むこと 

⚫ 農業の重要性について理解を深め、地産地消や食育に取り組むこと 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市農業振興地域整備計画 ― 農政課 

佐倉市森林整備計画 2018 年度～2027 年度 農政課 

佐倉市有機農業実施計画 2023 年度～2027 年度 農政課 
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3-2 農業振興 
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れている社会を目指します。農地の基盤整備により、スマート農業などが促進され、生産能力が
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◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 農業生産額が減少していく中、農業就業者が高齢化し、減少するとともに、農村集落を構成す
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⚫ 共同活動として行われた農地や農業施設等の地域資源の維持継続に支障を及ぼすことが懸念さ

れます。 

⚫ 有害鳥獣による農作物等への被害が増える傾向にあり、農作物生産の意欲低下につながってい

ます。 

＜課題＞ 

⚫ 農業の担い手の育成及び確保と、多様な経営に対応する支援が必要となっています。 

⚫ 農地の基盤整備、農業用水等の保全活動、地域コミュニティの構築を速やかに実施していく必

要があります。 
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◇施策の内容  
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⚫ 担い手の農業経営力を強化するため、主体的に生産・販売を行う経営マインドを持った担

い手を育成します。 

⚫ 地域の理解を得つつ、新規就農者や法人といった新たな担い手の確保に努めるとともに、

新規就農者の地域への定着を図ります。 
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高める新商品の開発や需要開拓に対して支援を行います。 
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担い手ごとに集積を図ります。 
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を行うとともに、農地の改良や用排水施設の維持管理などの基盤整備に対しても支援を行
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⚫ 美しい景観の形成や田んぼダムの取り組みによる減災など、農業・農村の有する多面的機

能の維持・発揮を図るため、農業者以外の方々との連携も意識しながら、地域の農地・農業

用施設などの保全管理活動や生活環境の改善に対し支援を行います。 
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を図ります。 

⚫ 農業環境の保全により持続性のある農業を推進するため、環境保全型農業や農業用廃プラ

スチックの適正処理に取り組むなど、環境に配慮する農業者への支援を行います。 
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3-3 観光振興 

 

８年後の目指す姿 

 

 

歴史・自然など、佐倉ならではの地域資源を複合的に活用し、市民や近隣住民をはじめ多くの

人々が、気軽に、繰り返し訪れたくなる通年型の観光地を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 観光文化施設等入込客数 1,174,812 人 153 万人 

② 佐倉市観光文化サイト「となりの佐倉」閲覧数 
150,204 件 

（6 月～12 月） 
300,000 件 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 佐倉市は、近隣市と併せ人口 150 万人超の成熟したマーケットを有し、都心や成田空港とのア

クセスも容易なことから、外国人も含め、気軽に訪れることのできる観光地として恵まれた立

地条件を有しています。 

⚫ 印旛沼に代表される自然環境、城下町佐倉に代表される歴史遺産など豊富な観光資源を有して

います。 

＜課題＞ 

⚫ 平成 28 年 4 月に、城下町佐倉の町並み等が日本遺産「北総四都市江戸紀行～江戸を感じる北総

の町並み～」に認定されたものの、町並みの変容や古民家の喪失が進行しています。また、観

光客の滞留時間の増加や回遊性の向上による消費喚起の取組が求められています。 

⚫ 佐倉ふるさと広場は、イベント期間中は多くの観光客で賑わいますが、イベントが無い時期は

来場者が少なく、年間を通じ観光客を呼び込むことが求められています。 

⚫ 市外での佐倉市の認知度は低く、魅力的な観光商品の造成や営業活動の強化、情報発信の充実

が求められています。 
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◇施策の内容  
施策① 観光客の来訪や消費を喚起する取組を推進します 

 
⚫ 佐倉の歴史観光の拠点である城下町地区は、観光Ｗコア構想の核の一つにも位置付けられ

ています。本地区においては、国内外から人が訪れるよう、景観整備や古民家活用とともに

案内の多言語対応等を進め、滞留時間の増加や回遊性の向上を図ります。 

⚫ 観光Ｗコア構想のもう一つの核である印旛沼周辺は、本地域がサイクル・フラワー・グリー

ンツーリズムなどニューツーリズムの拠点となるよう、土木部、都市部及び周辺自治体と

の連携も図りながら、新たな観光スタイルの提示や周辺施設の連携、駐車場等のインフラ

整備に努めます。 

⚫ 年間を通じて観光客が訪れるよう、他部門との連携のもと、閑散期における集客対策・積極

的な PR を行います。 

⚫ 既存のイベントの内容を充実させるとともに、新たなイベントの開催やアニメの聖地巡礼

など、市内での消費や回遊につながる仕組みを構築します。 

■主な事業内容：観光イベントの実施／各種観光事業の支援  
施策② 商品造成や営業活動の強化、情報発信の充実を図ります 

 
⚫ 国内外からの観光客増加に向け、それぞれの需要の把握に努めるとともに、ターゲットの

明確化を図ります。 

⚫ 関係機関等との連携強化を図り、ターゲットに合ったモデルコースや体験プログラム等の

商品造成を行います。 

⚫ ダイレクトメールや直接訪問等の営業活動の強化とともに、ICT を含めた様々なメディアの

活用、市の観光情報の効率化等を図り、より効果的な情報発信を行います。 

■主な事業内容：体験プログラム等の商品造成／多様なメディアを活用した観光情報発信  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 市内観光施設の利用や、イベントへの参加を通して佐倉市の観光資源の魅力を知ること 

⚫ SNS 等やクチコミにより市外の方にも佐倉市の情報を伝えること 

⚫ 地域住民や地元商店会と連携を図り、観光客をおもてなしの心で受け入れる体制を整えるこ

と 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市観光グランドデザイン 2020 年度～2031 年度 佐倉の魅力推進課 

 
 

 
古民家を利用した市民との協働イベント 
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3-3 観光振興 

 

８年後の目指す姿 
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光客の滞留時間の増加や回遊性の向上による消費喚起の取組が求められています。 

⚫ 佐倉ふるさと広場は、イベント期間中は多くの観光客で賑わいますが、イベントが無い時期は

来場者が少なく、年間を通じ観光客を呼び込むことが求められています。 

⚫ 市外での佐倉市の認知度は低く、魅力的な観光商品の造成や営業活動の強化、情報発信の充実

が求められています。 
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◇施策の内容  
施策① 観光客の来訪や消費を喚起する取組を推進します 

 
⚫ 佐倉の歴史観光の拠点である城下町地区は、観光Ｗコア構想の核の一つにも位置付けられ

ています。本地区においては、国内外から人が訪れるよう、景観整備や古民家活用とともに

案内の多言語対応等を進め、滞留時間の増加や回遊性の向上を図ります。 

⚫ 観光Ｗコア構想のもう一つの核である印旛沼周辺は、本地域がサイクル・フラワー・グリー

ンツーリズムなどニューツーリズムの拠点となるよう、土木部、都市部及び周辺自治体と

の連携も図りながら、新たな観光スタイルの提示や周辺施設の連携、駐車場等のインフラ

整備に努めます。 
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＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 市内観光施設の利用や、イベントへの参加を通して佐倉市の観光資源の魅力を知ること 
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と 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市観光グランドデザイン 2020 年度～2031 年度 佐倉の魅力推進課 

 
 

 
古民家を利用した市民との協働イベント 
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3-4 文化・芸術振興 

  

８年後の目指す姿 

 

価値ある文化財や史料が保護保存され、市民一人ひとりが芸術文化を創造し、享受することがで

きる環境を充実させることにより、芸術文化の多様性を理解し、お互いを尊重し、協力しあいな

がら、心豊かな生活を営むことができる地域社会の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 指定・登録文化財等の数 127 件 132 件 

② 年間来館者数（市民音楽ホール・市立美術館） 78,432 人 180,000 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 貴重な文化財を守り、生かし、伝えるために、修理への助成、調査・記録等を行いつつ、文化財

の大切さについての普及啓発に努めています。 

⚫ 市民音楽ホールや美術館等の文化施設においては、各種音楽公演や美術作品の企画展示、学校

と連携した事業等を展開することにより、幅広い年齢層に対する芸術文化を鑑賞する場、また

自らの活動を発表する場を提供しています。 

＜課題＞ 

⚫ 文化の創造・担い手は市民ですが、個人や地域でその文化や文化財を担っていくことが、人的・

組織的に、また、資金的に難しくなってきています。 

⚫ 芸術文化を愛し、楽しみ、創造する市民を支援して、市民の生活にゆとりや潤いをもたらし、

心の豊かさを実感できるような環境整備に継続的に取り組んでいく必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 文化財の保存・活用を推進します 

 
⚫ 市民の財産である貴重な文化財を次代へ継承するため、適切な管理や担い手の確保、体制

整備に取り組みます。 

⚫ 文化財保有者や保存団体等への支援を行います。 

⚫ 文化財所有者の意向を尊重しつつ、価値ある歴史的建造物などの文化財の指定や登録に努

めます。 

⚫ 文化財の把握調査の実施とともに、佐倉の歴史に関する資料の刊行や、デジタルアーカイ

ブ・SNS 等を活用した情報発信など、地域の歴史を普及させるための取組を市民と協力して

実施します。 

⚫ 文化財の保存、活用、魅力向上を図ります。 

■主な事業内容：歴史的建造物等の文化財の保存整備・公開／市史資料普及  
施策② 芸術文化の普及を推進します 

 
⚫ 市民音楽ホールでは、自主文化事業等において良質な音楽を鑑賞する機会を提供していき

ます。 

⚫ 音楽に関心を持っていただくきっかけづくり、市民の音楽活動への支援に努めます。 

⚫ 美術館では、佐倉市の地域性を活かした展覧会や市民参加型の事業を実施するとともに、

事業に参画するボランティア等の育成や収蔵資料の充実に努めます。 

⚫ 美術館では、収蔵作品のデジタルアーカイブシステムを活用して広く美術館の収蔵品を広

報し、収蔵品の利活用の機会を広げます。 

⚫ 市民の芸術文化に対する理解や関心を深めるため、情報誌『風媒花』を発行します。 

⚫ ホームページ、広報紙、広報番組等を有効に活用し、芸術文化に関する情報の発信に努めま

す。 

■主な事業内容：市民音楽ホール及び美術館の管理運営・事業実施／芸術文化情報誌発行  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 講演会や見学会に参加し、文化財に対する理解を深めること 

⚫ 芸術文化を楽しむライフスタイルを大切にすること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市文化財保存活用地域計画 2024 年度～2031 年度 文化課 

第３次佐倉教育ビジョン 2020 年度～2031 年度 教育総務課 

 
 

 
旧堀田家住宅 
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第４章 豊かな心を育み 笑顔あふれるまち 
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4-1 学校教育 

 

８年後の目指す姿 

 

感性を豊かに働かせながら、自らの可能性を発揮し生涯にわたって学び続ける人間育成のため

の、学校教育における授業の質の向上を図り、個人の様々な能力を開花することができる教育を

目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 

① 学習状況調査における平均正答率 
基礎学力※1 81.2% 

活用力※2 73.9% 

基礎学力 90% 

活用力 70% 

① 授業に ICTを活用して指導できる教員の割合 77.2％ 100％ 

② 
佐倉の歴史や自然に興味があると回答する児童生徒の
割合 

62.7% 70% 

※1基礎学力：基礎的な知識・技能 
※2活用力：習得した知識・技能を応用する力 
 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 学習状況調査を実施し、基礎学力や活用力、学習等に関する意識を分析し、指導改善につなげ

ています。 

⚫ 佐倉の自然、歴史、文化、ゆかりの人物を題材とした佐倉学を市内全小中学校において推進し

ています。 

＜課題＞ 

⚫ 子どもたちの「生きる力」を育むことを目指し、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得

させるとともに、問題解決的な学習の手法を取入れた授業改善に取り組む必要があります。 

⚫ 技術革新等により社会が大きく変化する中、将来、社会で活躍するために必要な能力を育む教

育を推進していく必要があります。 

⚫ 授業改善に向けた教職員の指導力の向上と、子どもたちの学習活動を支援する教職員等の配置

が必要です。 

⚫ タブレット等の ICT を活用した授業を充実させることにより、児童生徒の ICT 活用能力を育成

する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 学力向上・学習内容の充実に取り組みます 

 
⚫ 佐倉市教育センターを中心として、教育課題について調査・研究し、指導に反映させます。 

⚫ 理科支援員の配置、及び小中学校の英語教育の充実に向けて外国人英語指導助手（ALT）の

配置を継続して行います。 

⚫ 子どもたちが意欲をもって学習にのぞめるよう、幼稚園・小学校・中学校の教職員の意識

や、ICT の活用を含む指導力向上に努めます。 

⚫ 幼稚園・保育園から小学校への接続が円滑に行われるよう、小学校区単位の連携を図りま

す。 

■主な事業内容：外国語教育の推進／GIGA スクール構想の推進／教員の指導力の向上（教職員研修の
実施、教育委員会等による定期的な学校訪問）／佐倉市学習状況調査の実施・分析
／小学校と幼稚園・保育園等との連携の推進／課題解決のための研究／幼保小の架
け橋プログラムの推進／児童生徒の体力の向上の推進／公立幼稚園の運営／日本語
適応指導の推進  

施策② 豊かな人間性を育む教育に取り組みます 
 

⚫ 子どもたちが豊かな心を育み、人間としての生き方の自覚を深めることができるよう、子

どもたちの多様な体験活動の充実を図ります。 

⚫ 郷土佐倉に対する誇りや愛着度の向上、地域教育力の向上を図るため、佐倉の自然、歴史、

文化、ゆかりの人物を題材とした佐倉学を推進します。 

■主な事業内容：地域の社会人の活用／キャリア教育の推進／佐倉学の推進（シビックプライドの醸
成）／校外学習事業／学校教育における ESD の充実／障害理解教育の推進  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 授業参観や運動会などの学校行事への参加 

⚫ 家庭における教育環境の充実 

⚫ 学習ボランティアや図書ボランティアなどの学校ボランティア活動への参加 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第３次佐倉教育ビジョン 2020 年度～2031 年度 教育総務課 

 
 

  
タブレットを活用した授業（左）／佐倉学の授業（右） 
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■主な事業内容：地域の社会人の活用／キャリア教育の推進／佐倉学の推進（シビックプライドの醸
成）／校外学習事業／学校教育における ESD の充実／障害理解教育の推進  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 授業参観や運動会などの学校行事への参加 

⚫ 家庭における教育環境の充実 

⚫ 学習ボランティアや図書ボランティアなどの学校ボランティア活動への参加 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第３次佐倉教育ビジョン 2020 年度～2031 年度 教育総務課 
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4-2 教育環境 

 

８年後の目指す姿 

 

老朽化が著しい学校施設の改修を計画的に実施するとともに、悩みを抱える子どもたちの支援体

制を充実し、地域と連携を図りながら安全に安心して学ぶことができる教育環境の提供を目指し

ます。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 小中学校トイレの洋式化率 67％ 100％ 

② 学校ボランティアに協力したことがある市民の割合 22.6% 26.9％ 

③ 学校が楽しいと感じる児童・生徒の割合 90.1% 94% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 建築後 40 年を経過する建物が多くあり、建物・設備が老朽化しています。 

⚫ 特別な配慮が必要な子どもたちに対しては、その特性に合わせ、一人ひとりにふさわしい学習

環境を提供しています。 

⚫ いじめ・虐待・経済的な理由により、就学等が困難となっている子どもたちに対する支援を行

っています。 

＜課題＞ 

⚫ 改修が必要となる建物・設備が多数あり、財源確保が課題です。 

⚫ 特別な配慮が必要な子どもが増加しており、発達段階に応じたきめ細かな支援や関係機関のさ

らなる連携が必要です。 

⚫ 子どもの悩みが多様化しており、様々な事由に早期対応できる相談体制の充実が求められます。 

⚫ 全国的に、登下校時の児童生徒が被害者となる事故等が多発しており、引き続き通学路の安全

対策を進めていく必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 良好な学習環境を整備します 

 
⚫ 子どもたちが安全・安心に学習できる良好な教育環境の確保に努めます。 

⚫ 特別な配慮が必要な子どもたちの支援体制の充実を図ります。 

⚫ GIGA スクール構想に基づく ICT を活用した学習環境の整備を進めます。 

⚫ 自校式給食による安全・安心でおいしい給食を提供します。 

⚫ これからの学校のあり方について、検討を進めます。 

■主な事業内容：小中学校の改修／学校備品の整備／特別な配慮が必要な児童生徒に対する支援／
小・中学校情報機器整備事業／自校式給食による学校給食の提供  

施策② 地域に開かれた学校運営を行います 
 

⚫ 保護者や地域との連携を図り、地域に開かれた学校づくりを進めます。 

■主な事業内容：学校と地域の連携事業の充実／教育ミニ集会の開催／部活動地域移行  
施策③ 安心して学校に通える環境を提供します 

 
⚫ 不登校やいじめなど、子どもや保護者の学校に関わる悩みに適時適切に対応するため、支

援体制の充実を図ります。 

⚫ 経済的な理由で就学が困難な子どもたちを支援するため、就学援助等により経済的な負担

を軽減します。 

⚫ 地域で子どもたちの安全・安心を守る環境づくりを推進します。 

■主な事業内容：いじめ防止対策／教育相談／就学援助／学校・保護者・地域との連携による登下校
の安全見守り活動  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 教育ミニ集会などの学校行事への参加 

⚫ 登下校の見守り活動や学校美化ボランティアなどの学校ボランティア活動への参加 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第３次佐倉教育ビジョン 2020 年度～2031 年度 教育総務課 
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4-2 教育環境 
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4-3 生涯学習 

 

８年後の目指す姿 

 

市民の学習ニーズの多様化に対応し、時代を捉えた学習内容が充実しています。また、参加しや

すい学習環境づくりが進み、学校、地域、家庭が連携した生涯学習の体制が整っていることを目

指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 
生涯学習施設及び学習内容について満足している、や
や満足していると答えた市民の割合 

15.8% 18.3% 

② 公民館を年に 1 回以上利用している市民の割合 21.5% 24% 

② 図書館を年に 1 回以上利用している市民の割合 44.5% 49.5% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 市民の多様化する学習ニーズに対応した学習機会を提供しています。 

⚫ 市民カレッジ等を開講し、地域で活動する人材の育成に取り組んでいます。 

⚫ 少子高齢化の進展や働き方改革などといった社会情勢の変化により、公民館や図書館の利用者

が減少傾向にあります。 

⚫ 佐倉の特色である、歴史、文化、自然等の学習機会を提供する佐倉学を推進しています。 

⚫ 公民館や図書館の中には、経年劣化が進んだ施設があります。 

⚫ 2023 年 3 月に、佐倉図書館等新町活性化複合施設「夢咲くら館」が開館しました。 

＜課題＞ 

⚫ インターネットの普及等による学習環境や情報収集手段の多様化、高齢者の就業促進などを背

景に、市民の生涯学習の形態や手法が変化しています。 

⚫ 市民の生涯学習の場として、公民館や図書館などの施設についても誰もが利用しやすい環境

の整備が求められています。 

⚫ 公民館や図書館は、新たな利用者を増やすことが課題となります。 
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◇施策の内容  
施策① 市民の生涯学習を推進します 

 
⚫ 市民の多様化する学習ニーズ（健康・国際化・環境問題・防災・情報化等）に対応し、時代

を捉えた学習機会を提供します。 

⚫ 市民が参加しやすい講座の開設や郷土資料の収集・活用などを通して、関係部門とも連携

を図りながら佐倉学を推進します。 

⚫ 家庭教育に関する学習機会の提供や啓発を行います。 

⚫ 生涯学習活動で得られた知識や技能を、地域活動に活かすことができる取組を実施します。 

⚫ デジタルも活用した様々な情報発信により、市民の生涯学習に関する関心や参加意識の向

上に努めます。 

■主な事業内容：公民館・図書館における学習機会の提供／市民カレッジ等による学習成果の地域や
社会への還元につながる学習支援の充実／佐倉学の推進（シビックプライドの醸
成）  

施策② 生涯学習の環境を整備します 
 

⚫ 生涯学習活動の場として、市民に利用しやすい施設を提供します。 

⚫ 公民館や図書館など社会教育施設の効率的な管理・運営や、老朽化した施設の改修などに

よる環境整備を図ります。 

■主な事業内容：公民館・図書館の管理運営事業  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 各種社会教育事業等への参加 

⚫ 自己実現・自己成長に努めるとともに、地域への愛着を高めること 

⚫ 主体的なまちづくりへの参画 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第３次佐倉教育ビジョン 2020 年度～2031 年度 教育総務課 

 
 

  
津田梅子パネル展（左）／市民カレッジ（右） 
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4-3 生涯学習 
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4-4 青少年健全育成 

 

８年後の目指す姿 

 

 

子どもたちの健やかな成長を支援するため、家庭・学校・地域の連携が進み、地域の青少年健全

育成の体制が整っていることを目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 青少年育成団体を知っている市民の割合 ― 40% 

② 青少年育成事業への参加人数 2,725 人 5,500 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 青少年を取り巻く環境は、少子化や核家族化の進行、地域の希薄化が進展し、様々な価値観の

中で家庭や地域で子どもたちを育むことが難しくなっています。また、スマートフォンの普及

に伴うネットトラブルの増加や危険ドラッグ、子どもの貧困など新たな課題も発生しています。 

⚫ 少子化や価値観の多様化等により、子ども会等の青少年育成団体への加入者は減少傾向にあり

ます。 

＜課題＞ 

⚫ 学校だけでなく、家庭や地域において青少年が種々の体験や活動を通し、コミュニケーション

能力や物の見方、規範意識など、生きる力の基礎を身に付けていける環境を整備する必要があ

ります。 

⚫ 青少年を支える地域団体の役員の高齢化が進んでおり、活動を担うべき次の世代に地域活動へ

の関心を促し、主体的な活動の担い手を育成する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 青少年の健全育成に取り組みます 

 
⚫ 青少年育成計画を基に、関係機関・関連団体とともに青少年を取り巻く環境についての課

題を共有し、家庭・学校・地域が連携して青少年育成を推進します。 

⚫ 地域の中で、青少年の健全育成に向けて活動している青少年育成市民会議や青少年相談員、

子ども会などの活動を支援します。 

■主な事業内容：青少年育成市民会議、青少年相談員連絡協議会、子ども会連絡協議会、ボーイスカ
ウト・ガールスカウト育成会等への支援／青少年施設の整備・管理運営  

施策② 地域とのふれあいを増やします 
 

⚫ 青少年の将来の成長の糧となるような生活体験や社会体験、自然体験などの直接体験の場

を提供する中で、青少年と地域が交流する機会を作り、地域の中で顔の見える関係作りに

努めます。 

⚫ 成人式運営委員会やジュニアリーダー活動等への参加を通じて、青少年が市の事業に参加

する機会を作ります。 

■主な事業内容：青少年健全育成イベントの開催／成人式運営委員会の設置  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 青少年育成活動への参加 

⚫ 青少年育成団体と他団体との連携 

⚫ 魅力ある青少年健全育成活動の展開 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第４次佐倉市青少年育成計画 2020 年度～2025 年度 こども政策課 

第２期佐倉市子ども・子育て支援事業計画 2020 年度～2024 年度 こども政策課 

 
 

 
ジュニアリーダー活動の様子 
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4-4 青少年健全育成 

 

８年後の目指す姿 

 

 

子どもたちの健やかな成長を支援するため、家庭・学校・地域の連携が進み、地域の青少年健全

育成の体制が整っていることを目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 青少年育成団体を知っている市民の割合 ― 40% 

② 青少年育成事業への参加人数 2,725 人 5,500 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 青少年を取り巻く環境は、少子化や核家族化の進行、地域の希薄化が進展し、様々な価値観の

中で家庭や地域で子どもたちを育むことが難しくなっています。また、スマートフォンの普及

に伴うネットトラブルの増加や危険ドラッグ、子どもの貧困など新たな課題も発生しています。 

⚫ 少子化や価値観の多様化等により、子ども会等の青少年育成団体への加入者は減少傾向にあり

ます。 

＜課題＞ 

⚫ 学校だけでなく、家庭や地域において青少年が種々の体験や活動を通し、コミュニケーション

能力や物の見方、規範意識など、生きる力の基礎を身に付けていける環境を整備する必要があ

ります。 

⚫ 青少年を支える地域団体の役員の高齢化が進んでおり、活動を担うべき次の世代に地域活動へ

の関心を促し、主体的な活動の担い手を育成する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 青少年の健全育成に取り組みます 

 
⚫ 青少年育成計画を基に、関係機関・関連団体とともに青少年を取り巻く環境についての課

題を共有し、家庭・学校・地域が連携して青少年育成を推進します。 

⚫ 地域の中で、青少年の健全育成に向けて活動している青少年育成市民会議や青少年相談員、

子ども会などの活動を支援します。 

■主な事業内容：青少年育成市民会議、青少年相談員連絡協議会、子ども会連絡協議会、ボーイスカ
ウト・ガールスカウト育成会等への支援／青少年施設の整備・管理運営  

施策② 地域とのふれあいを増やします 
 

⚫ 青少年の将来の成長の糧となるような生活体験や社会体験、自然体験などの直接体験の場

を提供する中で、青少年と地域が交流する機会を作り、地域の中で顔の見える関係作りに

努めます。 

⚫ 成人式運営委員会やジュニアリーダー活動等への参加を通じて、青少年が市の事業に参加

する機会を作ります。 

■主な事業内容：青少年健全育成イベントの開催／成人式運営委員会の設置  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 青少年育成活動への参加 

⚫ 青少年育成団体と他団体との連携 

⚫ 魅力ある青少年健全育成活動の展開 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第４次佐倉市青少年育成計画 2020 年度～2025 年度 こども政策課 

第２期佐倉市子ども・子育て支援事業計画 2020 年度～2024 年度 こども政策課 

 
 

 
ジュニアリーダー活動の様子 
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4-5 スポーツ振興 

 

８年後の目指す姿 

 

 

市民スポーツ大会や佐倉マラソン、各種スポーツ教室など市民のニーズを取り入れたイベントの

開催やスポーツ施設の充実を図り、多様な市民がスポーツに親しむまちの実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 成人市民の週 1 回以上のスポーツ実施率 49.1% 60% 

② スポーツ施設の利用者数 355,622 人 500,000 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 「成人市民の週１回以上のスポーツ実施率」が近年、減少傾向であり、また、若い年齢層でそ

の傾向が顕著となっています。 

⚫ 市民体育館などの施設の老朽化の進行、また、岩名運動公園の駐車場不足が発生しています。 

＜課題＞ 

⚫ 教室事業やスポーツイベントを通じて、若年層に体を動かす楽しさなどを感じてもらう必要が

あります。 

⚫ 老朽化した施設は、障害者や高齢者に配慮したバリアフリー化やユニバーサルデザイン化など、

市民のニーズを踏まえ改修などを進めていく必要があります。また、駐車場不足は、利用者同

士の乗合せや公共交通機関の利用を奨励し、解消に努める必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① スポーツを楽しむ機会を提供します 

 
⚫ 市民の健康・体力づくりにつながる生涯スポーツの普及や、競技力向上の支援に努めます。 

⚫ スポーツに対する市民のニーズを把握し、する・みる・ささえる機会を提供します。 

■主な事業内容：各種スポーツイベントの開催／スポーツボランティア・指導者の育成  
施策② スポーツ施設を提供します 

 
⚫ 市民が身近な場所で、安心してスポーツに励み、楽しめる施設を提供します。 

⚫ 国際的なスポーツ大会に臨む国内外の団体の利用も想定した、施設環境の充実を検討しま

す。 

■主な事業内容：スポーツ施設の整備・管理運営  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 身体を動かすことの楽しさや重要性を認識し、スポーツ活動に取り組むこと 

⚫  

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第７次佐倉市スポーツ推進計画 2024 年度～ 生涯スポーツ課 

佐倉市健康増進計画「健康さくら 21（第３次）」 2024 年度～2035 年度 健康推進課 

 
 
 
 
 
 

  
佐倉マラソン（左）／長嶋茂雄少年野球教室（右） 
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4-5 スポーツ振興 

 

８年後の目指す姿 

 

 

市民スポーツ大会や佐倉マラソン、各種スポーツ教室など市民のニーズを取り入れたイベントの

開催やスポーツ施設の充実を図り、多様な市民がスポーツに親しむまちの実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 成人市民の週 1 回以上のスポーツ実施率 49.1% 60% 

② スポーツ施設の利用者数 355,622 人 500,000 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 「成人市民の週１回以上のスポーツ実施率」が近年、減少傾向であり、また、若い年齢層でそ

の傾向が顕著となっています。 

⚫ 市民体育館などの施設の老朽化の進行、また、岩名運動公園の駐車場不足が発生しています。 

＜課題＞ 

⚫ 教室事業やスポーツイベントを通じて、若年層に体を動かす楽しさなどを感じてもらう必要が

あります。 

⚫ 老朽化した施設は、障害者や高齢者に配慮したバリアフリー化やユニバーサルデザイン化など、

市民のニーズを踏まえ改修などを進めていく必要があります。また、駐車場不足は、利用者同

士の乗合せや公共交通機関の利用を奨励し、解消に努める必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① スポーツを楽しむ機会を提供します 

 
⚫ 市民の健康・体力づくりにつながる生涯スポーツの普及や、競技力向上の支援に努めます。 

⚫ スポーツに対する市民のニーズを把握し、する・みる・ささえる機会を提供します。 

■主な事業内容：各種スポーツイベントの開催／スポーツボランティア・指導者の育成  
施策② スポーツ施設を提供します 

 
⚫ 市民が身近な場所で、安心してスポーツに励み、楽しめる施設を提供します。 

⚫ 国際的なスポーツ大会に臨む国内外の団体の利用も想定した、施設環境の充実を検討しま

す。 

■主な事業内容：スポーツ施設の整備・管理運営  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 身体を動かすことの楽しさや重要性を認識し、スポーツ活動に取り組むこと 

⚫  

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第７次佐倉市スポーツ推進計画 2024 年度～ 生涯スポーツ課 

佐倉市健康増進計画「健康さくら 21（第３次）」 2024 年度～2035 年度 健康推進課 

 
 
 
 
 
 

  
佐倉マラソン（左）／長嶋茂雄少年野球教室（右） 
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第５章 市民とともに創る 多様性のある 持続可能なまち 

（市民参加・自治体運営） 
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第５章 市民とともに創る 多様性のある 持続可能なまち 

（市民参加・自治体運営） 
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5-1 コミュニティ 

  

８年後の目指す姿 

 

人口減少・少子高齢化の進展により顕在化する様々な地域課題に対し、自治会、地区社会福祉協

議会、民生委員児童委員、学校、NPO、企業そして行政など様々な活動主体が、お互いの立場と

役割を理解した上で、地域づくりに取り組む社会の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 自治会・町内会への加入率 66.6% 66.6% 

① まちづくり活動に参加したことがある市民の割合 36.6% 40% 

② 
コミュニティセンター、市民公益活動サポートセンタ
ーの利用者数 

134,977 人 270,000 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 地域住民によるまちづくりは、現在、自治会等を基盤に、学校や地域の事業者等が連携・協力

し、地域の問題解決・地域の活性化に取り組む活動が展開されています。また、複数自治会等

が連携し、より良い地域を実現するための取組を実施している地域も併存しています。 

⚫ 市民が主体となって自発的かつ継続的に行う社会貢献活動（市民公益活動）が、様々な分野で

実施されています。市民公益活動団体登録数や会員数は概ね増加傾向にありましたが、令和 2

年度以降は微減が続いています。 

⚫ 令和 2 年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、多くの団体が活動の中止

または縮小を余儀なくされました。 

＜課題＞ 

⚫ 自治会等や市民公益活動団体は、会員の高齢化や役員・運営の担い手不足、会員数の減少等に

より、活動の持続可能性の低下が懸念されています。 

⚫ 団体・個人が、市民公益活動やまちづくり活動に取り組みやすい環境整備や、自立した活動に

向けた支援策が必要です。 
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◇施策の内容  
施策① 地域における市民活動を支援します 

 
⚫ 地域社会における自治会等を中心とした各種団体の活動や各種団体が協働して行う活動に

対し、適切な支援を行います。 

⚫ 市民公益活動に対する市民意識の向上や、NPO、ボランティア活動への参加促進のための各

種事業展開を図ります。 

⚫ 新たな社会的課題に取り組むため、団体間の連携を促進する事業に取り組みます。 

■主な事業内容：自治会等が実施する住民自治・コミュニティ活性化活動への助成・支援／市民公益
活動団体や地縁団体等が実施する地域課題の解決につながる事業への支援／市民憲
章の普及啓発  

施策② コミュニティの活動拠点の整備支援・利用促進を行います 
 

⚫ 各種団体が利用する既存公共施設の安全性を確保するため、適切な維持・管理・整備を行い

ます。 

⚫ 地域住民自らが管理し、地域コミュニティ活動の拠点となる自治会等などの集会施設の整

備支援を行うなど、コミュニティ活動拠点の確保を図り、市民公益活動に取り組みやすい

環境づくりを進めます。 

■主な事業内容：コミュニティセンター・市民公益活動サポートセンターの整備・管理  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 地域に関心を持ち、近隣の住民と協力しながら、支え合う地域を形成すること 

⚫ 市民公益活動団体やボランティアによる地域活動への参加 

⚫ 自治会・市民公益活動団体・事業者等と連携・協力して地域課題の解決に取り組むこと 

 
 
 
 
 
 

  
市民公益活動サポートセンター（左）／市民活動発表会（右） 
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5-1 コミュニティ 

  

８年後の目指す姿 

 

人口減少・少子高齢化の進展により顕在化する様々な地域課題に対し、自治会、地区社会福祉協

議会、民生委員児童委員、学校、NPO、企業そして行政など様々な活動主体が、お互いの立場と

役割を理解した上で、地域づくりに取り組む社会の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 自治会・町内会への加入率 66.6% 66.6% 

① まちづくり活動に参加したことがある市民の割合 36.6% 40% 

② 
コミュニティセンター、市民公益活動サポートセンタ
ーの利用者数 

134,977 人 270,000 人 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 地域住民によるまちづくりは、現在、自治会等を基盤に、学校や地域の事業者等が連携・協力

し、地域の問題解決・地域の活性化に取り組む活動が展開されています。また、複数自治会等

が連携し、より良い地域を実現するための取組を実施している地域も併存しています。 

⚫ 市民が主体となって自発的かつ継続的に行う社会貢献活動（市民公益活動）が、様々な分野で

実施されています。市民公益活動団体登録数や会員数は概ね増加傾向にありましたが、令和 2

年度以降は微減が続いています。 

⚫ 令和 2 年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、多くの団体が活動の中止

または縮小を余儀なくされました。 

＜課題＞ 

⚫ 自治会等や市民公益活動団体は、会員の高齢化や役員・運営の担い手不足、会員数の減少等に

より、活動の持続可能性の低下が懸念されています。 

⚫ 団体・個人が、市民公益活動やまちづくり活動に取り組みやすい環境整備や、自立した活動に

向けた支援策が必要です。 

  

115 

◇施策の内容  
施策① 地域における市民活動を支援します 

 
⚫ 地域社会における自治会等を中心とした各種団体の活動や各種団体が協働して行う活動に

対し、適切な支援を行います。 

⚫ 市民公益活動に対する市民意識の向上や、NPO、ボランティア活動への参加促進のための各

種事業展開を図ります。 

⚫ 新たな社会的課題に取り組むため、団体間の連携を促進する事業に取り組みます。 

■主な事業内容：自治会等が実施する住民自治・コミュニティ活性化活動への助成・支援／市民公益
活動団体や地縁団体等が実施する地域課題の解決につながる事業への支援／市民憲
章の普及啓発  

施策② コミュニティの活動拠点の整備支援・利用促進を行います 
 

⚫ 各種団体が利用する既存公共施設の安全性を確保するため、適切な維持・管理・整備を行い

ます。 

⚫ 地域住民自らが管理し、地域コミュニティ活動の拠点となる自治会等などの集会施設の整

備支援を行うなど、コミュニティ活動拠点の確保を図り、市民公益活動に取り組みやすい

環境づくりを進めます。 

■主な事業内容：コミュニティセンター・市民公益活動サポートセンターの整備・管理  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 地域に関心を持ち、近隣の住民と協力しながら、支え合う地域を形成すること 

⚫ 市民公益活動団体やボランティアによる地域活動への参加 

⚫ 自治会・市民公益活動団体・事業者等と連携・協力して地域課題の解決に取り組むこと 

 
 
 
 
 
 

  
市民公益活動サポートセンター（左）／市民活動発表会（右） 
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5-2 平和・国際化 

   

８年後の目指す姿 

 

恒久平和に向け、市民一人ひとりが、戦争の悲惨さや平和の尊さについて理解を深め、次の世代

に継承していく知識を持つ社会を目指します。また、多様な価値観を受け容れることができる多

文化共生社会の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 平和条例・平和都市宣言を知っている市民の割合 49.2% 60% 

② 
多様性を認め合い、外国人、外国文化に理解ある態度
が取れる市民の割合 

57.4% 65.7% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 毎年、市内中学生で結成する平和使節団が、被爆地である広島県または長崎県を訪問し、学ん

だことや自身が感じたことを学校で発表しています。また、市内小学校を対象に、平和祈念講

話を実施し、戦争体験者の講話等を通して戦争の恐ろしさや平和の尊さについて学んでいます。 

⚫ 国際化の進展に伴い、異なる文化や外国人に対する理解をより深め、多文化共生の地域づくり

を進める必要があります。 

＜課題＞ 

⚫ 戦争体験者の高齢化が進み、戦争の悲惨さや平和の尊さを次の世代へ継承していく方が減少し

ています。 

⚫ 外国人住民が増加し、国籍も多様化している中で、多言語による行政情報の提供や生活相談、

日本語の学習支援などの重要性が増しています。 
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◇施策の内容  
施策① 平和の尊さを啓発し、恒久平和に向けた世界の取組と連携します 

 
⚫ 「佐倉市平和行政の基本に関する条例」に基づき、様々な平和事業を実施します。 

⚫ 市民団体による平和活動を支援しながら、市民に恒久平和実現の大切さを啓発します。 

⚫ 平和首長会議に参加し、恒久平和に向けた世界の取組に市民とともに連携します。 

■主な事業内容：恒久平和へ向けた使節団派遣・講話会等の開催  
施策② 多文化が共生できる地域づくりを推進します 

 
⚫ 外国人市民も安心して暮らすことができるよう、関係機関と連携を図りながら、多言語に

よる行政情報の提供や生活相談、日本語学習の支援などを行います。 

⚫ 佐倉国際交流基金などによる関連事業の支援を行うことにより、市民レベルでの国際交流

や異なる文化の理解を推進し、多文化共生の地域づくりを考える機会を提供します。 

■主な事業内容：行政情報の翻訳事業／オランダと佐倉の交流促進事業  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 様々な平和事業に参加し、恒久平和の重要性を認識すること 

⚫ 多様な文化を認め合い、相互理解のもと地域生活を営むこと 

 
 

  
佐倉市平和式典（左）／外国人のための日本語講座（右） 
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5-2 平和・国際化 

   

８年後の目指す姿 

 

恒久平和に向け、市民一人ひとりが、戦争の悲惨さや平和の尊さについて理解を深め、次の世代

に継承していく知識を持つ社会を目指します。また、多様な価値観を受け容れることができる多

文化共生社会の実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 平和条例・平和都市宣言を知っている市民の割合 49.2% 60% 

② 
多様性を認め合い、外国人、外国文化に理解ある態度
が取れる市民の割合 

57.4% 65.7% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 毎年、市内中学生で結成する平和使節団が、被爆地である広島県または長崎県を訪問し、学ん

だことや自身が感じたことを学校で発表しています。また、市内小学校を対象に、平和祈念講

話を実施し、戦争体験者の講話等を通して戦争の恐ろしさや平和の尊さについて学んでいます。 

⚫ 国際化の進展に伴い、異なる文化や外国人に対する理解をより深め、多文化共生の地域づくり

を進める必要があります。 

＜課題＞ 

⚫ 戦争体験者の高齢化が進み、戦争の悲惨さや平和の尊さを次の世代へ継承していく方が減少し

ています。 

⚫ 外国人住民が増加し、国籍も多様化している中で、多言語による行政情報の提供や生活相談、

日本語の学習支援などの重要性が増しています。 
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◇施策の内容  
施策① 平和の尊さを啓発し、恒久平和に向けた世界の取組と連携します 

 
⚫ 「佐倉市平和行政の基本に関する条例」に基づき、様々な平和事業を実施します。 

⚫ 市民団体による平和活動を支援しながら、市民に恒久平和実現の大切さを啓発します。 

⚫ 平和首長会議に参加し、恒久平和に向けた世界の取組に市民とともに連携します。 

■主な事業内容：恒久平和へ向けた使節団派遣・講話会等の開催  
施策② 多文化が共生できる地域づくりを推進します 

 
⚫ 外国人市民も安心して暮らすことができるよう、関係機関と連携を図りながら、多言語に

よる行政情報の提供や生活相談、日本語学習の支援などを行います。 

⚫ 佐倉国際交流基金などによる関連事業の支援を行うことにより、市民レベルでの国際交流

や異なる文化の理解を推進し、多文化共生の地域づくりを考える機会を提供します。 

■主な事業内容：行政情報の翻訳事業／オランダと佐倉の交流促進事業  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 様々な平和事業に参加し、恒久平和の重要性を認識すること 

⚫ 多様な文化を認め合い、相互理解のもと地域生活を営むこと 

 
 

  
佐倉市平和式典（左）／外国人のための日本語講座（右） 
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5-3 情報発信・共有、広聴 

 

８年後の目指す姿 

 

 

地域の魅力を効果的に情報発信し、佐倉市の知名度向上を図ります。また、市民が必要な情報を

必要なときに得られる、公正で開かれた市民主体の市政を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① ホームページ（全体）アクセス件数 2,852 万件 3,137 万件 

① 佐倉市魅力発信サイト「サクライク」閲覧数 50,852 件 63,500 件 

② 市民の声が市政に反映されていると思う市民の割合 16.8% 35% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 定住人口の維持を図るため、交流人口の増加、市の知名度向上が必要です。そのため、広報紙、

広報番組、ホームページ、マスメディアへの情報提供などを通じ、市政情報を発信しています。 

⚫ 市政への市民参加を推進するため、市では主な市政へのご意見と市の回答をホームページで公

表するなど、市民意見の反映状況を公開しています。 

⚫ 蓄積された市民意見などのデータを分析・活用し、更なる広聴機能の充実が求められています。 

＜課題＞ 

⚫ 時代に即した有効な情報発信ツールを常に研究していく必要があります。特に市の魅力に係る

情報については、好意的に受け入れられる優良なコンテンツを制作し、効果的なシティプロモ

ーションにつなげていくことが必要です。 

⚫ 大容量の高速ネットワークインフラの発展とともに、公共機関の保有する情報資産の利活用に

対する需要は今後さらに拡大するものと思われます。 

⚫ 広聴機能を更に充実させていくために、市民意見などのデータの分析・活用を図っていく必要

があります。また、市民意見が市政運営にどのように活用されているかを広く情報発信してい

くことが求められています。 
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◇施策の内容  
施策① シティプロモーションの視点による情報発信・情報提供の充実を図ります 

 
⚫ 定住人口の維持、関係人口・交流人口の増加を目指し、佐倉市の知名度の向上を図るととも

に、転出抑制、定住促進に向けた取組を推進します。 

⚫ 各広報媒体間の連携を含めた一体的な活用や、マスメディアなどへの情報提供により、市

内外に向けた積極的な情報発信を推進します。 

■主な事業内容：市の魅力発信／佐倉市公式ウェブサイトを中心とした情報提供・情報発信事業／各
種基幹統計の調査事業／ワンストップ相談窓口による移住支援  

施策② 市民意見を集約し、効果的な市政への反映を目指します 
 

⚫ 市政へのご意見などの処理状況について、市民への情報提供を推進します。 

⚫ 市へ寄せられる市民の声に迅速に対応するとともに、電子化による効率的な事務処理の推

進と蓄積された意見の効果的な活用方法を検討するなど、広聴機能の強化を図ります。 

■主な事業内容：市政へのご意見に耳を傾け、市政に反映させる事業  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 佐倉市の情報に関心を持つとともに、主体的に情報を発信すること 

⚫ 様々な広聴機会を活かし、意見・要望等を伝えることで市政に参加すること 

 
 

  

こうほう佐倉（左）／佐倉市魅力発信サイト「サクライク」（右） 
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5-3 情報発信・共有、広聴 

 

８年後の目指す姿 

 

 

地域の魅力を効果的に情報発信し、佐倉市の知名度向上を図ります。また、市民が必要な情報を

必要なときに得られる、公正で開かれた市民主体の市政を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① ホームページ（全体）アクセス件数 2,852 万件 3,137 万件 

① 佐倉市魅力発信サイト「サクライク」閲覧数 50,852 件 63,500 件 

② 市民の声が市政に反映されていると思う市民の割合 16.8% 35% 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 定住人口の維持を図るため、交流人口の増加、市の知名度向上が必要です。そのため、広報紙、

広報番組、ホームページ、マスメディアへの情報提供などを通じ、市政情報を発信しています。 

⚫ 市政への市民参加を推進するため、市では主な市政へのご意見と市の回答をホームページで公

表するなど、市民意見の反映状況を公開しています。 

⚫ 蓄積された市民意見などのデータを分析・活用し、更なる広聴機能の充実が求められています。 

＜課題＞ 

⚫ 時代に即した有効な情報発信ツールを常に研究していく必要があります。特に市の魅力に係る

情報については、好意的に受け入れられる優良なコンテンツを制作し、効果的なシティプロモ

ーションにつなげていくことが必要です。 

⚫ 大容量の高速ネットワークインフラの発展とともに、公共機関の保有する情報資産の利活用に

対する需要は今後さらに拡大するものと思われます。 

⚫ 広聴機能を更に充実させていくために、市民意見などのデータの分析・活用を図っていく必要

があります。また、市民意見が市政運営にどのように活用されているかを広く情報発信してい

くことが求められています。 
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◇施策の内容  
施策① シティプロモーションの視点による情報発信・情報提供の充実を図ります 

 
⚫ 定住人口の維持、関係人口・交流人口の増加を目指し、佐倉市の知名度の向上を図るととも

に、転出抑制、定住促進に向けた取組を推進します。 

⚫ 各広報媒体間の連携を含めた一体的な活用や、マスメディアなどへの情報提供により、市

内外に向けた積極的な情報発信を推進します。 

■主な事業内容：市の魅力発信／佐倉市公式ウェブサイトを中心とした情報提供・情報発信事業／各
種基幹統計の調査事業／ワンストップ相談窓口による移住支援  

施策② 市民意見を集約し、効果的な市政への反映を目指します 
 

⚫ 市政へのご意見などの処理状況について、市民への情報提供を推進します。 

⚫ 市へ寄せられる市民の声に迅速に対応するとともに、電子化による効率的な事務処理の推

進と蓄積された意見の効果的な活用方法を検討するなど、広聴機能の強化を図ります。 

■主な事業内容：市政へのご意見に耳を傾け、市政に反映させる事業  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 佐倉市の情報に関心を持つとともに、主体的に情報を発信すること 

⚫ 様々な広聴機会を活かし、意見・要望等を伝えることで市政に参加すること 

 
 

  

こうほう佐倉（左）／佐倉市魅力発信サイト「サクライク」（右） 
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5-4 人権・男女平等参画 

    

８年後の目指す姿 

 

全ての市民が人権を正しく理解し、それぞれがお互いに尊重し合うことで、誰もがかけがえのな

い存在として大切にされる社会を目指します。また、男女がともに社会の対等な構成員としてあ

らゆる場に参画し、その個性や能力を発揮できる社会を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 

① 
人権尊重のまちづくりデリバリー事業で「人権問題へ
の理解や関心が深まった」と回答した人の割合 

93.9% 95% 

② 各種審議会、委員会等の女性委員比率 27.8% 35% 

③ DV防止啓発の情報発信回数 21回 25回 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 差別解消を目的とする複数の法律が施行され、自治体も各種人権課題への取組が求められてい

ます。 

⚫ 固定的性別役割分担意識は根強く残っており、あらゆる場において、男女が平等に参画できる

環境が十分整備されているとはいえない状況にあります。 

⚫ DV の相談対応件数は年々増加傾向にあります。 

＜課題＞ 

⚫ 人権尊重の視点に立って施策を推進していくために、体制づくりを充実させる必要があります。

また、あらゆる人権問題に対応するため、人権推進活動団体との連携を深めていく必要があり

ます。 

⚫ 男女平等参画への理解を深め、その意識の定着を図るため、効果的な啓発事業を実施するとと

もに、男女がともに参画できる環境を整備する必要があります。 

⚫ DV 防止に向けた、各種施策を展開する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 人権を尊重する意識の醸成を行います 

 
⚫ 「人権尊重・人権擁護都市宣言」の精神を踏まえ、佐倉市人権尊重のまちづくり指針に基づ

き、行政の取組が人権尊重の視点を踏まえて実施されるよう努めます。 

⚫ 市民・団体などの活動を支援するとともに、人権推進活動団体等との連携強化に努めます。 

⚫ 多様性が尊重され、全ての市民が自分らしく生きることができる社会の実現を目指して、

市民が様々な人権問題について考える機会を提供し、人権意識の定着を目指します。 

■主な事業内容：小中学校における人権教育の支援／公民館等における人権教育講座の実施／「人権
尊重のまちづくりデリバリー事業」の実施  

施策② あらゆる場における男女平等参画を推進します 
 

⚫ 市民一人ひとりが、男女平等参画について理解し、意識を定着させるため、関係機関と連携

を図りながら啓発事業を実施します。 

⚫ 市民にとって、男女平等参画推進センターが身近な拠点施設になるよう、市民の意識やニ

ーズに合わせた事業を実施するとともに、周知を図ります。 

■主な事業内容：男女平等参画推進センターの管理運営（学習会・講演会の開催、女性のための相談
の実施、情報誌の発行等）／市民等の学習会への講師派遣／市の事業における臨時
託児室の設置  

施策③ DV等あらゆる暴力の根絶を目指します 
 

⚫ DV の防止に向け、暴力根絶の情報提供や、正しい理解を促進するための啓発活動を実施し

ます。 

⚫ 相談機能・体制を強化し、関係機関と連携して、被害者の支援を適切に行います。 

■主な事業内容：DV 被害者の相談・緊急避難支援  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 自分の人権のみならず、ほかの人の人権についても正しく理解し、人権を相互に尊重するこ

と 

⚫ 男女の固定的な役割分担にとらわれず、男女平等参画への理解を深めること 

⚫ DV 被害が疑われる場合、関係機関に連絡、相談するよう声かけに努めること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市男女平等参画基本計画【第４期】 2020 年度～2031 年度 自治人権推進課 

 
 

 
佐倉市男女平等参画推進センターミウズ 
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5-4 人権・男女平等参画 

    

８年後の目指す姿 

 

全ての市民が人権を正しく理解し、それぞれがお互いに尊重し合うことで、誰もがかけがえのな

い存在として大切にされる社会を目指します。また、男女がともに社会の対等な構成員としてあ

らゆる場に参画し、その個性や能力を発揮できる社会を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 

① 
人権尊重のまちづくりデリバリー事業で「人権問題へ
の理解や関心が深まった」と回答した人の割合 

93.9% 95% 

② 各種審議会、委員会等の女性委員比率 27.8% 35% 

③ DV防止啓発の情報発信回数 21回 25回 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 差別解消を目的とする複数の法律が施行され、自治体も各種人権課題への取組が求められてい

ます。 

⚫ 固定的性別役割分担意識は根強く残っており、あらゆる場において、男女が平等に参画できる

環境が十分整備されているとはいえない状況にあります。 

⚫ DV の相談対応件数は年々増加傾向にあります。 

＜課題＞ 

⚫ 人権尊重の視点に立って施策を推進していくために、体制づくりを充実させる必要があります。

また、あらゆる人権問題に対応するため、人権推進活動団体との連携を深めていく必要があり

ます。 

⚫ 男女平等参画への理解を深め、その意識の定着を図るため、効果的な啓発事業を実施するとと

もに、男女がともに参画できる環境を整備する必要があります。 

⚫ DV 防止に向けた、各種施策を展開する必要があります。 
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◇施策の内容  
施策① 人権を尊重する意識の醸成を行います 

 
⚫ 「人権尊重・人権擁護都市宣言」の精神を踏まえ、佐倉市人権尊重のまちづくり指針に基づ

き、行政の取組が人権尊重の視点を踏まえて実施されるよう努めます。 

⚫ 市民・団体などの活動を支援するとともに、人権推進活動団体等との連携強化に努めます。 

⚫ 多様性が尊重され、全ての市民が自分らしく生きることができる社会の実現を目指して、

市民が様々な人権問題について考える機会を提供し、人権意識の定着を目指します。 

■主な事業内容：小中学校における人権教育の支援／公民館等における人権教育講座の実施／「人権
尊重のまちづくりデリバリー事業」の実施  

施策② あらゆる場における男女平等参画を推進します 
 

⚫ 市民一人ひとりが、男女平等参画について理解し、意識を定着させるため、関係機関と連携

を図りながら啓発事業を実施します。 

⚫ 市民にとって、男女平等参画推進センターが身近な拠点施設になるよう、市民の意識やニ

ーズに合わせた事業を実施するとともに、周知を図ります。 

■主な事業内容：男女平等参画推進センターの管理運営（学習会・講演会の開催、女性のための相談
の実施、情報誌の発行等）／市民等の学習会への講師派遣／市の事業における臨時
託児室の設置  

施策③ DV等あらゆる暴力の根絶を目指します 
 

⚫ DV の防止に向け、暴力根絶の情報提供や、正しい理解を促進するための啓発活動を実施し

ます。 

⚫ 相談機能・体制を強化し、関係機関と連携して、被害者の支援を適切に行います。 

■主な事業内容：DV 被害者の相談・緊急避難支援  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 自分の人権のみならず、ほかの人の人権についても正しく理解し、人権を相互に尊重するこ

と 

⚫ 男女の固定的な役割分担にとらわれず、男女平等参画への理解を深めること 

⚫ DV 被害が疑われる場合、関係機関に連絡、相談するよう声かけに努めること 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市男女平等参画基本計画【第４期】 2020 年度～2031 年度 自治人権推進課 

 
 

 
佐倉市男女平等参画推進センターミウズ 
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5-5 行財政運営 

   

８年後の目指す姿 

 

 

生産年齢人口が減少し、行財政運営においても職員数の少数化が想定される中、行政サービスの

電子化など業務の簡素化・効率化を図り、市民の利便性の維持・向上を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 年間時間外勤務時間（職員 1 人当たり） 185 時間 158 時間 

② 経常収支比率 

過去 3 か年平均値 

佐倉市 92.9% 

類似団体 92.3% 

類似団体（Ⅳ-3）
の平均値以下 

③ 市税収入率（現年課税分＋滞納繰越分） 95.8% 97.2% 

④ 電子申請サービスの利用手続数 201 手続 300 手続 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 扶助費などの社会保障関連経費が増加傾向にあり、経常収支比率も高い状態で推移しています。 

⚫ 業務効率の向上、管理職による徹底した労務管理、職員のコスト意識向上等を図り、時間外勤

務の縮減を行いました。 

⚫ 令和 4 年 4 月、ICT を活用することにより、市民の生活や職員の業務がより良い方向に変革す

るよう、本市の DX に対する基本的な考え方を示す「佐倉市デジタルトランスフォーメーション

（DX）推進方針」を策定しました。 

＜課題＞ 

⚫ 適正な事務量を把握し、再任用職員を活用しつつ、会計年度任用職員制度や定年延長制度を踏

まえて、適正な定員管理を行っていく必要があります。 

⚫ 行政手続のオンライン化の推進においては、高齢者や外国人に配慮した仕組みを構築する必要

があります。 
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◇施策の内容  
施策① 人事管理の適正化を推進します 

 
⚫ 職員の能力が十分発揮できるよう能力本位、適材適所の任用を図ります。 

⚫ 職員研修を計画的に行い職員の意識改革、能力向上に努めます。 

⚫ 新たな行政課題や市民ニーズに対応するため、プロジェクトチームによる横断的な職務遂

行や組織体制の見直し等、柔軟かつ効率的な組織体制の整備を推進します。 

■主な事業内容：職員の定員管理・研修・採用試験等の実施／横断的なプロジェクトチームの活用／
障害者の庁内就労の推進 

 
施策② 健全で持続可能な行財政運営を推進します 

 
⚫ 健全な財政運営と持続可能な財政基盤を確立するため、経常的経費の抑制と財源の有効活

用に努めます。 

⚫ 適正な受益者負担の見直しを適宜進めるとともに、本市が保有する資産の有効活用や寄附

金の利活用などにより、更なる財源確保を図ります。 

⚫ 関係部門と連携し、法令遵守の徹底のもと、公正で透明性の高い行政運営を推進するとと

もに、直面する多様なリスクに対する適切なリスクマネジメントに取り組みます。 

⚫ 効果的・効率的な行財政運営を推進します。 

■主な事業内容：総合計画等の進捗管理／市予算の全体調整／行政評価の実施／行政改革の推進／ふ
るさと納税／有料広告事業  

施策③ 税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します 
 

⚫ 税の賦課業務及び収納業務を必要に応じて見直し、業務の効率性を向上させます。 

⚫ 納税の重要性について広く啓発活動を行うとともに、収入率の向上を目指します。 

■主な事業内容：市税（市民税・固定資産税等）の賦課・徴収  
施策④ 行政手続の簡素化と利便性の向上を図ります 

 
⚫ 来庁者にわかりやすく便利で待たせない窓口づくりの取組や、行政手続のオンライン化、

来庁しなくても申請や相談が可能な仕組みの整備等に努め、市民サービスの向上を図りま

す。 

⚫ 事務処理の正確性や情報セキュリティに配慮しつつ、新たな ICT 技術の各種事務処理への

適用など、行政内部の DX を推進し、効率的かつ利便性の高いサービスの提供を目指します。 

■主な事業内容：窓口 DX の推進／窓口でのキャッシュレス決済／電子申請システムの活用／住民票
等のコンビニ交付／業務のペーパーレス化／AI・RPA の活用／市民向け ICT 教育の
実施 

  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 市から発信される情報の把握 

⚫ デジタルリテラシーの向上とデジタル技術の利用 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第６次佐倉市行政改革 2020 年度～2024 年度 行政管理課 

佐倉市滞納整理４ヶ年計画 2024 年度～2027 年度 債権管理課 
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5-5 行財政運営 

   

８年後の目指す姿 

 

 

生産年齢人口が減少し、行財政運営においても職員数の少数化が想定される中、行政サービスの

電子化など業務の簡素化・効率化を図り、市民の利便性の維持・向上を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 年間時間外勤務時間（職員 1 人当たり） 185 時間 158 時間 

② 経常収支比率 

過去 3 か年平均値 

佐倉市 92.9% 

類似団体 92.3% 

類似団体（Ⅳ-3）
の平均値以下 

③ 市税収入率（現年課税分＋滞納繰越分） 95.8% 97.2% 

④ 電子申請サービスの利用手続数 201 手続 300 手続 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 扶助費などの社会保障関連経費が増加傾向にあり、経常収支比率も高い状態で推移しています。 

⚫ 業務効率の向上、管理職による徹底した労務管理、職員のコスト意識向上等を図り、時間外勤

務の縮減を行いました。 

⚫ 令和 4 年 4 月、ICT を活用することにより、市民の生活や職員の業務がより良い方向に変革す

るよう、本市の DX に対する基本的な考え方を示す「佐倉市デジタルトランスフォーメーション

（DX）推進方針」を策定しました。 

＜課題＞ 

⚫ 適正な事務量を把握し、再任用職員を活用しつつ、会計年度任用職員制度や定年延長制度を踏

まえて、適正な定員管理を行っていく必要があります。 

⚫ 行政手続のオンライン化の推進においては、高齢者や外国人に配慮した仕組みを構築する必要

があります。 
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◇施策の内容  
施策① 人事管理の適正化を推進します 

 
⚫ 職員の能力が十分発揮できるよう能力本位、適材適所の任用を図ります。 

⚫ 職員研修を計画的に行い職員の意識改革、能力向上に努めます。 

⚫ 新たな行政課題や市民ニーズに対応するため、プロジェクトチームによる横断的な職務遂

行や組織体制の見直し等、柔軟かつ効率的な組織体制の整備を推進します。 

■主な事業内容：職員の定員管理・研修・採用試験等の実施／横断的なプロジェクトチームの活用／
障害者の庁内就労の推進 

 
施策② 健全で持続可能な行財政運営を推進します 

 
⚫ 健全な財政運営と持続可能な財政基盤を確立するため、経常的経費の抑制と財源の有効活

用に努めます。 

⚫ 適正な受益者負担の見直しを適宜進めるとともに、本市が保有する資産の有効活用や寄附

金の利活用などにより、更なる財源確保を図ります。 

⚫ 関係部門と連携し、法令遵守の徹底のもと、公正で透明性の高い行政運営を推進するとと

もに、直面する多様なリスクに対する適切なリスクマネジメントに取り組みます。 

⚫ 効果的・効率的な行財政運営を推進します。 

■主な事業内容：総合計画等の進捗管理／市予算の全体調整／行政評価の実施／行政改革の推進／ふ
るさと納税／有料広告事業  

施策③ 税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します 
 

⚫ 税の賦課業務及び収納業務を必要に応じて見直し、業務の効率性を向上させます。 

⚫ 納税の重要性について広く啓発活動を行うとともに、収入率の向上を目指します。 

■主な事業内容：市税（市民税・固定資産税等）の賦課・徴収  
施策④ 行政手続の簡素化と利便性の向上を図ります 

 
⚫ 来庁者にわかりやすく便利で待たせない窓口づくりの取組や、行政手続のオンライン化、

来庁しなくても申請や相談が可能な仕組みの整備等に努め、市民サービスの向上を図りま

す。 

⚫ 事務処理の正確性や情報セキュリティに配慮しつつ、新たな ICT 技術の各種事務処理への

適用など、行政内部の DX を推進し、効率的かつ利便性の高いサービスの提供を目指します。 

■主な事業内容：窓口 DX の推進／窓口でのキャッシュレス決済／電子申請システムの活用／住民票
等のコンビニ交付／業務のペーパーレス化／AI・RPA の活用／市民向け ICT 教育の
実施 

  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 市から発信される情報の把握 

⚫ デジタルリテラシーの向上とデジタル技術の利用 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

第６次佐倉市行政改革 2020 年度～2024 年度 行政管理課 

佐倉市滞納整理４ヶ年計画 2024 年度～2027 年度 債権管理課 
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5-6 資産管理・運営 

  

８年後の目指す姿 

 

 

適切な資産の保全により安全性が保たれ、また、少子高齢化や人口減少などの社会情勢の変化に

対応していく、持続可能な公共施設・サービスの実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 施設のあり方の方向性を決定した件数※1 0 件 
4 件 

（期間累計） 

② 施設計画等による長寿命化に資する事業の実施件数 2 事業 
4 事業 

（期間累計） 

※1施設のあり方の方向性を決定した件数：統廃合を含む施設の規模変更や運営手法の変更について市の意

思決定がされたもの 
 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 多くの施設で老朽化が進んでおり、今後の改修に多額の費用が必要になると見込まれます。 

＜課題＞ 

⚫ 少子高齢化・人口減少に伴い、財政のひっ迫が予想される中で、持続可能な施設のあり方を検

討していく必要があります。 

⚫ 施設の老朽化に伴い、不具合の増加や事故等のリスクに対し、適切な対応が必要となります。 
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◇施策の内容  
施策① 効果的・効率的な資産運営をすすめます 

 
⚫ 資産の適切な把握と管理を行います。 

⚫ 施設の効果的・効率的な配置のため、サービスの提供方法・施設のあり方について検討しま

す。 

■主な事業内容：市の財産（土地・建物・備品等）の管理、指定管理者制度の導入など官民連携の実
施、施設のあり方についての検討  

施策② 施設の保全を行います 
 

⚫ 建物、設備について、適切な保守点検を行います。 

⚫ 施設計画等による施設の長寿命化を図ります。 

■主な事業内容：施設の保守点検、長寿命化改修などの実施  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 身近な施設の今後のあり方等について関心を持つこと 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市公共施設等総合管理計画 2016 年度～2055 年度 資産経営課 

佐倉市教育施設長寿命化計画 2021 年度～2055 年度 教育総務課 

子育て支援施設の個別施設計画 2021 年度～2055 年度 こども保育課 

 
 

 
公共施設を考えるパネルディスカッション 
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5-6 資産管理・運営 

  

８年後の目指す姿 

 

 

適切な資産の保全により安全性が保たれ、また、少子高齢化や人口減少などの社会情勢の変化に

対応していく、持続可能な公共施設・サービスの実現を目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 施設のあり方の方向性を決定した件数※1 0 件 
4 件 

（期間累計） 

② 施設計画等による長寿命化に資する事業の実施件数 2 事業 
4 事業 

（期間累計） 

※1施設のあり方の方向性を決定した件数：統廃合を含む施設の規模変更や運営手法の変更について市の意

思決定がされたもの 
 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 多くの施設で老朽化が進んでおり、今後の改修に多額の費用が必要になると見込まれます。 

＜課題＞ 

⚫ 少子高齢化・人口減少に伴い、財政のひっ迫が予想される中で、持続可能な施設のあり方を検

討していく必要があります。 

⚫ 施設の老朽化に伴い、不具合の増加や事故等のリスクに対し、適切な対応が必要となります。 
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◇施策の内容  
施策① 効果的・効率的な資産運営をすすめます 

 
⚫ 資産の適切な把握と管理を行います。 

⚫ 施設の効果的・効率的な配置のため、サービスの提供方法・施設のあり方について検討しま

す。 

■主な事業内容：市の財産（土地・建物・備品等）の管理、指定管理者制度の導入など官民連携の実
施、施設のあり方についての検討  

施策② 施設の保全を行います 
 

⚫ 建物、設備について、適切な保守点検を行います。 

⚫ 施設計画等による施設の長寿命化を図ります。 

■主な事業内容：施設の保守点検、長寿命化改修などの実施  
＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 身近な施設の今後のあり方等について関心を持つこと 

＜関連する個別計画＞ 

計画名 計画期間 主担当課 

佐倉市公共施設等総合管理計画 2016 年度～2055 年度 資産経営課 

佐倉市教育施設長寿命化計画 2021 年度～2055 年度 教育総務課 

子育て支援施設の個別施設計画 2021 年度～2055 年度 こども保育課 

 
 

 
公共施設を考えるパネルディスカッション 
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5-7 企業・高等教育機関等との連携 

 

８年後の目指す姿 

 

 

企業や高等教育機関等との連携協力により、佐倉市における様々な課題が適切に解決されている

ことを目指します。 

 

 

 

４年間の取組 

◇成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

① 包括連携協定に基づく協働事業 90 事業 120 事業 

 

◇現状と課題 

＜現状＞ 

⚫ 企業や大学等と連携協定を締結することで、当市が抱える様々な課題に対する取組を、双方の

資源を生かしながら実施しています。 

＜課題＞ 

⚫ 企業や高等教育機関等との協働事業を継続し、常に充実した事業内容となるよう、協力関係を

維持、推進していく必要があります。 

⚫ 災害など突発的に発生する事態に対し、的確に備えるため、日頃より企業や高等教育機関等と

連携・協働することが必要です。 
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◇施策の内容  
施策① 企業・高等教育機関等との連携・協力を推進します 

 
⚫ 多様化する地域課題の解決に向け、企業・高等教育機関等の専門的知見による協力を得て、

これまでの連携事業の拡充に努めるとともに、災害、教育、文化の振興、人材育成など様々

な分野において、新たな協力体制の構築を図ります。 

■主な事業内容：企業・高等教育機関等との協働事業の実施／新たな企業・高等教育機関等との連携
協定の締結  

＜市民・地域への期待＞ 

⚫ 地域課題の解決に資する、高等教育機関等との連携事業への参加 

 
 
 
 
 
 

 
女子美術大学と市が連携して実施した日本画ワークショップ 

 

  

順天堂大学と佐倉市が共同で作成した「佐倉市オリジナル体操」(リーフレット) 

表面（左）／裏面（右） 
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策定経緯 

―2022（令和 4）年度― 

令和 4 年 8 月 市民意識調査 

令和 4 年 12 月 策定方針の制定 

令和 5 年 1 月 22 日 第１回市民意見交換会 

令和 5 年 2 月 8 日 

～2 月 28 日 
第５次佐倉市総合計画 中期基本計画策定にあたってのアンケート調査 

令和 5 年 2 月 18 日 第２回市民意見交換会 

令和 5 年 2 月 20 日 高校生によるまちづくりワークショップ 

令和 5 年 3 月 22 日 第１回佐倉市総合計画策定本部会 

令和 5 年 3 月 24 日 
第１回佐倉市総合計画審議会 

市長から審議会会長へ諮問書提出 

 

―2023（令和 5）年度― 

令和 5 年 8 月 2 日 第２回佐倉市総合計画策定本部会 

令和 5 年 8 月 10 日 第２回佐倉市総合計画審議会 

令和 5 年 8 月 17 日 第３回佐倉市総合計画審議会 

令和 5 年 9 月 22 日 第４回佐倉市総合計画審議会 

令和 5 年 10 月 5 日 
第５回佐倉市総合計画審議会 

審議会会長から市長へ答申書提出 

令和 5 年 10 月 12 日 第３回佐倉市総合計画策定本部会 

令和 5 年 10 月 19 日 

～11 月 2 日 
パブリックコメント 

令和 5 年 11 月 20 日 佐倉市議会へ議案提出 

令和 5 年 12 月 19 日 佐倉市議会にて議決 
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佐倉市総合計画審議会条例 

 
佐倉市総合計画審議会条例 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、本市に佐倉市

総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、佐倉市総合計画に関する事項について調査及び審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員 10 人以内で組織する。 

(１) 学識経験を有する者 ５人以内 

(２) 市民 ５人以内 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。 

（補則） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和 55 年３月 26 日条例第 15 号） 

この条例は、昭和 55 年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 58 年３月 16 日条例第２号） 

この条例は、昭和 58 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 12 年３月 28 日条例第２号） 

この条例は、平成 12 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年６月 30 日条例第 22 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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策定経緯 

―2022（令和 4）年度― 

令和 4 年 8 月 市民意識調査 

令和 4 年 12 月 策定方針の制定 
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―2023（令和 5）年度― 

令和 5 年 8 月 2 日 第２回佐倉市総合計画策定本部会 

令和 5 年 8 月 10 日 第２回佐倉市総合計画審議会 

令和 5 年 8 月 17 日 第３回佐倉市総合計画審議会 

令和 5 年 9 月 22 日 第４回佐倉市総合計画審議会 

令和 5 年 10 月 5 日 
第５回佐倉市総合計画審議会 

審議会会長から市長へ答申書提出 

令和 5 年 10 月 12 日 第３回佐倉市総合計画策定本部会 
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佐倉市総合計画審議会名簿 

氏名 経歴等 

岩渕 明弘 佐倉商工会議所 会頭 

大嶋 和俊 社会福祉法人 壮健会 理事 

清水 一巳 千葉敬愛短期大学 准教授 

林 洋太郎 佐倉市観光協会 専務理事 

吉川 圭子 環境省大臣官房環境保健部 環境安全課長 

安藤 豊明 公募 

押尾 豊幸 公募 

川端 ふみ 公募 

髙木 伸雄 公募 

山田 周 公募 
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佐 企 第 ５ １ ５ 号 
令和５年３月２４日 

 
佐倉市総合計画審議会会長  様 
 

佐倉市長 西田 三十五    
 

佐倉市総合計画について（諮問） 
 

佐倉市総合計画審議会条例第２条に基づき、下記のとおり諮問します。 
 

記 
 
１ 諮問内容 

第５次佐倉市総合計画における中期基本計画について 
 
２ 諮問理由 

第５次佐倉市総合計画の前期基本計画が令和５年度をもって終了することから、将来
都市像を実現するための新たな市政運営の指針となる中期基本計画について、諮問しま
す。 
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佐 企 第 ５ １ ５ 号 
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令和５年１０月５日 
 
佐倉市長 西田 三十五  様 
 

佐倉市総合計画審議会 
会長 岩渕 明弘 

 
 

第５次佐倉市総合計画における中期基本計画（案）について（答申） 
 

令和５年３月２４日付け佐企第５１５号で諮問のあった標記の件について、下記のと
おり答申します。 
 
 

記 
 

近年における情報通信技術の飛躍的な進展により、市民の生活様式や価値観が多様化
するとともに、新たな感染症や気候変動などに伴う影響が、市民生活など、身近な場所
で顕在化しつつあります。 

本審議会では、第一回会議において、佐倉市の現状課題が「人口減少」と「少子高齢
化」であるとの共通認識を確認するとともに、各委員からその課題解決の方向性が示さ
れました。 

特に、子育て世代が魅力を感じるまちづくり、高齢者が元気に活躍できるまちづくり
を、佐倉市の優位性を活かして進めていくことが必要です。 

また、成田空港に近接している利点を生かした新規企業の進出や外国人観光客の誘致、
歴史・自然・文化といった本市の強みと、様々な施策を連携、発展させ、佐倉ならではの
取組を増やし、他自治体と差別化していくことが重要と考えます。 

これらの議論を土台として、中期基本計画（案）を策定しました。 
なお、計画の推進にあたっては、次の３点に留意し、将来都市像の実現を目指してい

ただきたい旨を申し添えます。 
 
 

１．デジタル技術を活用した「地方創生の取組」、熱中症対策やグリーンイ 
ンフラなどの「気候変動への対応」という２つの重点施策を中心に、分野 
横断的にまちづくりを進め、将来都市像の実現を図られたい。 

 
２．基本施策ごとに設定された成果指標を定期的に測定し、検証することで 
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PDCAサイクルを機能させ、中期基本計画の実効性・実現性を高められ 
たい。 

 
３．SDGsの目標達成の目安となる 169のターゲットと中期基本計画の 77 施策 

の成果指標との関連性について、前計画より深化させたことにより、市民と 
SDGsの距離を縮める効果が期待される。 
引き続き、本計画の推進を通して、2030年の SDGs達成に向け、地方公 

共団体に求められる役割を果たしていただきたい。 
 
 
 
 
 
 
 

         佐倉市総合計画審議会 
                             会長  岩渕 明弘 

                 副会長 押尾 豊幸 
委員  大嶋 和俊  安藤 豊明 

清水 一巳  川端 ふみ 
林 洋太郎  髙木 伸雄 
吉川 圭子  山田 周  

（委員区分別５０音順） 
  

－ 134 －

資 

料 

編

S
D
G
S



 

134 
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中期基本計画の基本施策と SDGs の 17 のゴールとの関係 

基本施策 

       

1-1 地域福祉 ● ●      

1-2 子育て支援 ● ● ● ● ●   

1-3 高齢者福祉        

1-4 障害者福祉    ●    

1-5 健康づくり  ● ●     

2-1 都市計画・公共交通        

2-2 住宅・住環境        

2-3 道路環境   ●     

2-4 公園・緑地整備        

2-5 上下水道      ●  

2-6 消防・防災        

2-7 防犯・交通安全   ●     

2-8 市民相談・結婚支援        

2-9 環境保全   ● ●  ● ● 

3-1 商工業振興    ●    

3-2 農業振興  ●      

3-3 観光振興        

3-4 文化・芸術振興        

4-1 学校教育    ●    

4-2 教育環境    ●    

4-3 生涯学習    ●    

4-4 青少年健全育成    ●    

4-5 スポーツ振興   ●     

5-1 コミュニティ        

5-2 平和・国際化    ●    

5-3 情報発信・共有、広聴        

5-4 人権・男女平等参画    ● ●   

5-5 行財政運営        

5-6 資産管理・運営        

5-7 企業・高等教育機関等との
連携 
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中期基本計画成果指標一覧 

1-1 地域福祉 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

地域の住民
がともに支
え合うまち
づくりを推
進します 

地域福祉活
動ボランテ
ィア人数 

2,835 人 3,000 人 佐倉市社会福祉協議会
のボランティアセンタ
ーに登録しているボラ
ンティアの人数 

（登録団体の所属者数
と個人登録者数の合計
値） 

コロナ禍の影響による
減少傾向から回復し始
めた令和 3 年度から令
和 4 年度にかけて、団
体の動向に左右されな
い個人ボランティアの
増加率が約 1.1％であ
ったことに基づき、現
状値（令和 4 年度）か
ら毎年度 1.1％の増加
を目指し、目標値を設
定 

生活困窮者
の相談・支
援を行いま
す 

生活困窮者
支援プラン
策定件数 

168 件 200 件 生活困窮者自立支援事
業における相談者のう
ち、生活困窮者支援プ
ランの策定に至った人
数 

本プラン策定件数につ
いては、令和 2 年度と
令和 4 年度の 2 か年度
で 14 件増加している
ことから、今後も毎年
度 7 件増加するものと
見込み、目標値を設定 

1-2 子育て支援 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

相談・交流
の場を充実
し、妊娠・
出産・育児
期に係る切
れ目のない
支援を行い
ます 

子育て支援
サービスに
ついて、「満
足」、「やや
満足」と回
答した市民
の割合 

49.8% 55% 市民意識調査にて、子
育て支援サービスにつ
いて「満足」「やや満
足」と回答した人の割
合 

市民意識調査における
子育て支援サービスに
ついて、「満足」「やや
満足」と回答した市民
の割合は、過去 4 年分
の平均が約 48.7％とな
っており、現状値との
差が 1％であったこと
から、現状値から毎年
度 1％の増加を目指
し、目標値を設定 

相談・交流
の場を充実
し、妊娠・
出産・育児
期に係る切
れ目のない
支援を行い
ます 

妊娠・出産
について満
足している
人の割合 

87.5% 90% 4 か月児乳児相談の調
査にて、「産後、退院
してからの 1 か月程
度、助産師や保健師等
からの指導・ケアは十
分に受けることができ
ましたか」に対し、
「はい」と回答した人
の割合 

新型コロナウイルス流
行前の令和元年度の調
査では、満足度が
89.2％に達しているた
め、その時期よりも満
足度を高めることを目
指し、目標値を設定 

子育てに係
る経済的負
担を軽減し
ます 

ひとり親家
庭対応件数 

491 件 552 件  ひとり親家庭からの各
種相談に対し、自立支
援員が窓口等で対応し
た件数 

平成 30 年度～令和 4

年度の平均増加率
（12.5％）を参考に、
目標値を設定 
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施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

児童虐待の
防止を図り
ます 

児童虐待防
止ネットワ
ーク会議の
開催数 

78 回 80 回 児童虐待防止に向けて
の関係機関との連携強
化を図るための「児童
虐待防止ネットワーク
会議」（①代表者会
議、②ケース抽出会
議、③実務者会議、④
個別ケース会議）の開
催数 

児童虐待防止ネットワ
ーク会議の過去 3 年間
の最高値（78 回）を
参考に、目標値を設定 

保育の受け
皿の確保
等、子ども
たちが健や
かに育つ環
境の整備を
図ります 

待機児童
（保育園・
学童保育） 

保育園  

0 人 

学童保育  

4 人 

保育園  

0 人 

学童保育  

0 人 

保育園：市内保育施設
の待機児童数学童保
育：市内学童保育所の
待機児童数 

保育園：令和 3 年度以
降、4 月 1 日時点の待
機児童はゼロを継続し
ており、その維持を目
指し、目標値を設定学
童保育：学童保育待機
児童数ゼロを目指し、
目標値を設定 

1-3 高齢者福祉 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

住み慣れた
地域での包
括的な支援
体制を整備
します 

地域包括支
援センター
の相談対応
件数 

5,990 件 6,500 件 市内 5 カ所に設置する
地域包括支援センター
における相談対応件数 

過去 5 年間の 65 歳以
上の高齢者数の伸び率
が 7.8％であることか
ら、現状値の 7.8％増
を上回る件数を目標値
として設定 

生きがいづ
くり・介護
予防を推進
します 

生きがい支
援・介護予
防等に取り
組む住民団
体への補助
件数 

80 件 95 件 高齢者クラブ補助金、
地域介護予防活動支援
事業補助金、佐倉市介
護予防・生活支援サー
ビス事業（第一号訪問
事業）補助金の交付件
数の合計 

新型コロナウイルス感
染症の影響で減少した
団体数を再び増加させ
るため、現状値の約
20％の増加を目指し、
目標値を設定 

認知症施策
を推進しま
す 

認知症高齢
者声かけ訓
練参加者数 

82 人 110 人 市と自治会等と共催で
行っている「認知症高
齢者声かけ訓練」の参
加者数 

新型コロナウイルス感
染症拡大以前の最大値
である「110 人（平成
30 年度実績値）」を目
標値として設定 

安定した介
護保険運営
を行います 

居宅介護支
援事業所等
の運営指導
件数 

18 件 20 件 市が指定する居宅介護
支援事業所と介護サー
ビス事業所について、
運営指導を行った件数 

市が指定する居宅介護
支援事業所と介護サー
ビス事業所を合わせた
約 120 か所について、
指定期間である 6 年間
のうち 1 回は運営指導
を行うことを目指し、
目標値を設定 
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中期基本計画成果指標一覧 

1-1 地域福祉 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 
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ランの策定に至った人
数 

本プラン策定件数につ
いては、令和 2 年度と
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で 14 件増加している
ことから、今後も毎年
度 7 件増加するものと
見込み、目標値を設定 

1-2 子育て支援 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

相談・交流
の場を充実
し、妊娠・
出産・育児
期に係る切
れ目のない
支援を行い
ます 

子育て支援
サービスに
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査にて、「産後、退院
してからの 1 か月程
度、助産師や保健師等
からの指導・ケアは十
分に受けることができ
ましたか」に対し、
「はい」と回答した人
の割合 

新型コロナウイルス流
行前の令和元年度の調
査では、満足度が
89.2％に達しているた
め、その時期よりも満
足度を高めることを目
指し、目標値を設定 

子育てに係
る経済的負
担を軽減し
ます 

ひとり親家
庭対応件数 

491 件 552 件  ひとり親家庭からの各
種相談に対し、自立支
援員が窓口等で対応し
た件数 

平成 30 年度～令和 4

年度の平均増加率
（12.5％）を参考に、
目標値を設定 
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施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

児童虐待の
防止を図り
ます 

児童虐待防
止ネットワ
ーク会議の
開催数 

78 回 80 回 児童虐待防止に向けて
の関係機関との連携強
化を図るための「児童
虐待防止ネットワーク
会議」（①代表者会
議、②ケース抽出会
議、③実務者会議、④
個別ケース会議）の開
催数 

児童虐待防止ネットワ
ーク会議の過去 3 年間
の最高値（78 回）を
参考に、目標値を設定 

保育の受け
皿の確保
等、子ども
たちが健や
かに育つ環
境の整備を
図ります 

待機児童
（保育園・
学童保育） 

保育園  

0 人 

学童保育  

4 人 

保育園  

0 人 

学童保育  

0 人 

保育園：市内保育施設
の待機児童数学童保
育：市内学童保育所の
待機児童数 

保育園：令和 3 年度以
降、4 月 1 日時点の待
機児童はゼロを継続し
ており、その維持を目
指し、目標値を設定学
童保育：学童保育待機
児童数ゼロを目指し、
目標値を設定 

1-3 高齢者福祉 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

住み慣れた
地域での包
括的な支援
体制を整備
します 

地域包括支
援センター
の相談対応
件数 

5,990 件 6,500 件 市内 5 カ所に設置する
地域包括支援センター
における相談対応件数 

過去 5 年間の 65 歳以
上の高齢者数の伸び率
が 7.8％であることか
ら、現状値の 7.8％増
を上回る件数を目標値
として設定 

生きがいづ
くり・介護
予防を推進
します 

生きがい支
援・介護予
防等に取り
組む住民団
体への補助
件数 

80 件 95 件 高齢者クラブ補助金、
地域介護予防活動支援
事業補助金、佐倉市介
護予防・生活支援サー
ビス事業（第一号訪問
事業）補助金の交付件
数の合計 

新型コロナウイルス感
染症の影響で減少した
団体数を再び増加させ
るため、現状値の約
20％の増加を目指し、
目標値を設定 

認知症施策
を推進しま
す 

認知症高齢
者声かけ訓
練参加者数 

82 人 110 人 市と自治会等と共催で
行っている「認知症高
齢者声かけ訓練」の参
加者数 

新型コロナウイルス感
染症拡大以前の最大値
である「110 人（平成
30 年度実績値）」を目
標値として設定 

安定した介
護保険運営
を行います 

居宅介護支
援事業所等
の運営指導
件数 

18 件 20 件 市が指定する居宅介護
支援事業所と介護サー
ビス事業所について、
運営指導を行った件数 

市が指定する居宅介護
支援事業所と介護サー
ビス事業所を合わせた
約 120 か所について、
指定期間である 6 年間
のうち 1 回は運営指導
を行うことを目指し、
目標値を設定 
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1-4 障害者福祉 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

障害に対す
る理解を促
進します 

障害理解促
進に係るイ
ベントの参
加者数 

481 人 630 人 障害者週間に開催する
イベント等障害理解の
促進に関する取組の参
加人数 

千葉県障害者計画や佐
倉市障害者計画、さら
には市の現状値を鑑
み、さらなる障害理解
の促進が必要と考え、
令和 4 年度の現状値か
ら毎年度 7％の増加を
目指し、目標値を設定 

障害福祉サ
ービスを充
実します 

（施設入所
等からの）
地域移行者
数 

2 人 13 人 施設入所や長期入院し
ている障害者のうち、
地域（自宅、グループ
ホーム等）での暮らし
に移行した人数 

国の基本指針に基づ
き、令和 4 年度末時点
の施設入所者数（122

人）に、地域移行率
6％（8 人）及び未達
成割合 4％（5 人）を
乗じた合計人数（13

人）を目指し、目標値
を設定 

1-5 健康づくり 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

市民の健康
づくりを推
進します 

健康寿命
（65 歳にお
ける平均自
立期間） 

19.04 年 

（男性 2019 年
度） 

21.52 年 

（女性 2019 年
度） 

延伸 千葉県ホ－ムペ－ジ
「健康情報ナビ」にて
公表している県内の
「市町村別平均自立期
間」の数値 

健康寿命については、
基本的な方向を示すべ
きものと考えているこ
とから、目標値につい
ては「延伸」という表
現で設定 

生活習慣病
の予防、が
んの早期発
見を図りま
す 

特定健康診
査受診率 

30.5% 40% 特定健診の対象となる
40 歳から 74 歳の国民
健康加入者の受診率 

コロナ禍前の千葉県全
体の受診率 40.9％（令
和元年度）を参考に目
標値を設定 

がん検診受
診率 

10.2% 60% 市で実施している５大
がん検診の受診率の平
均値 

国の「がん対策推進基
本計画（令和 5 年、第
４期）」において設定
されている目標値
（60％）をもとに、目
標値を設定 

地域医療の
充実を図り
ます 

「かかりつ
け医」を決
めている市
民の割合 

53.2% 60% 市民意識調査にて、
「かかりつけ医を決め
ている」と回答した人
の割合 

千葉県総合計画の現在
の行政目標等の指標で
は、「増加を目指すこ
と」としており、佐倉
市の現状値を鑑み、毎
年度 1％の増加を目指
し、目標値を設定 

「かかりつ
け薬剤師・
薬局」を決
めている市
民の割合 

24.5% 30% 市民意識調査にて、
「かかりつけ薬剤師・
薬局を決めている」と
回答した人の割合 

千葉県総合計画の現在
の行政目標等の指標で
は、「増加を目指すこ
と」としており、佐倉
市の現状値を鑑み、毎
年度 1％の増加を目指
し、目標値を設定 

医療費の適
正化を図り
ます 

国民健康保
険被保険者
一人当たり
の医療費 

394,000 円 441,000 円以
内 

国民健康保険被保険者
の 1 年間の医療費を平
均被保険者数で除した
金額 

被保険者の高齢化によ
り医療費は増加見込で
あるため、1 年の増加
額が過去 5 年の伸び率
の平均（2.3％）以内
となるよう目標値を設
定 

141 

2-1 都市計画・公共交通 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

都市と農村
が共生する
まちづくり
を計画的に
推進します 

住み続けた
いと思う市
民の割合 

85.6% 86% 市民意識調査にて、
「今後も佐倉市に住み
続けたいですか」に対
し「住み続けたいと思
う」「当分は済み続け
たいと思う」「住み続
けたいが転出予定」と
回答した人の割合 

平成 28 年度から令和
4 年度までの平均上昇
率（0.002％）をもと
に、目標値を設定 

持続可能な
公共交通網
の形成を推
進します 

公共交通が
利用しやす
いと思う市
民の割合 

38.6% 44% 市民意識調査にて、
「市内の公共交通機関
は利用しやすいと思い
ますか」に対し「思
う」「どちらかという
と思う」と回答した人
の割合 

平成 28 年度から令和
4 年度までの平均上昇
率（1.1％）をもと
に、目標値を設定 

景観形成に
よる愛着と
誇りを持て
るまちづく
りを推進し
ます 

景観が良好
と感じる市
民の割合 

58.7% 60% 市民意識調査にて、自
然景観、都市景観、歴
史景観について、「景
観が良好だと思う」
「どちらかというと思
う」と回答した人の割
合 

令和元年度から令和 4

年度までの平均上昇率
（0.07％）をもとに、
前期基本計画で掲げた
目標値（60％）を目指
し、目標値を設定 

2-2 住宅・住環境 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

良好な住生
活の確保及
び向上に努
めます 

佐倉市を住
みやすいと
感じる市民
の割合 

73.5% 76% 市民意識調査にて、
「佐倉市の住み心地を
どのように感じます
か」に対し「住みやす
い」もしくは「どちら
かというと住みやす
い」と回答した人の割
合 

平成 30 年から令和 4

年まで 5 年間の平均値
である 76%を目標値
として設定 

適正な建築
行政を推進
します 

定期建築パ
トロールに
よる現場立
入調査件数 

38 件 48 件 建築中の工事現場へ立
ち入り、調査を行う件
数 

現状、月平均で 3 件程
度の立ち入り調査を実
施していることから、
今後は月 4 件程度の立
ち入り調査を目指し、
目標値を設定 

2-3 道路環境 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

快適な道路
の整備を推
進します 

都市計画道
路・幹線道
路の用地取
得面積 

2,444 ㎡  

（2022 年度実
績値） 

23,960 ㎡（期
間累計） 

道路新設や拡幅改良に
伴って必要となる用地
の取得面積 

令和 6 年度から令和 9

年度の期間に予定して
いる用地取得面積の累
計を、目標値として設
定 
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1-4 障害者福祉 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

障害に対す
る理解を促
進します 

障害理解促
進に係るイ
ベントの参
加者数 

481 人 630 人 障害者週間に開催する
イベント等障害理解の
促進に関する取組の参
加人数 

千葉県障害者計画や佐
倉市障害者計画、さら
には市の現状値を鑑
み、さらなる障害理解
の促進が必要と考え、
令和 4 年度の現状値か
ら毎年度 7％の増加を
目指し、目標値を設定 

障害福祉サ
ービスを充
実します 

（施設入所
等からの）
地域移行者
数 

2 人 13 人 施設入所や長期入院し
ている障害者のうち、
地域（自宅、グループ
ホーム等）での暮らし
に移行した人数 

国の基本指針に基づ
き、令和 4 年度末時点
の施設入所者数（122

人）に、地域移行率
6％（8 人）及び未達
成割合 4％（5 人）を
乗じた合計人数（13

人）を目指し、目標値
を設定 

1-5 健康づくり 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

市民の健康
づくりを推
進します 

健康寿命
（65 歳にお
ける平均自
立期間） 

19.04 年 

（男性 2019 年
度） 

21.52 年 

（女性 2019 年
度） 

延伸 千葉県ホ－ムペ－ジ
「健康情報ナビ」にて
公表している県内の
「市町村別平均自立期
間」の数値 

健康寿命については、
基本的な方向を示すべ
きものと考えているこ
とから、目標値につい
ては「延伸」という表
現で設定 

生活習慣病
の予防、が
んの早期発
見を図りま
す 

特定健康診
査受診率 

30.5% 40% 特定健診の対象となる
40 歳から 74 歳の国民
健康加入者の受診率 

コロナ禍前の千葉県全
体の受診率 40.9％（令
和元年度）を参考に目
標値を設定 

がん検診受
診率 

10.2% 60% 市で実施している５大
がん検診の受診率の平
均値 

国の「がん対策推進基
本計画（令和 5 年、第
４期）」において設定
されている目標値
（60％）をもとに、目
標値を設定 

地域医療の
充実を図り
ます 

「かかりつ
け医」を決
めている市
民の割合 

53.2% 60% 市民意識調査にて、
「かかりつけ医を決め
ている」と回答した人
の割合 

千葉県総合計画の現在
の行政目標等の指標で
は、「増加を目指すこ
と」としており、佐倉
市の現状値を鑑み、毎
年度 1％の増加を目指
し、目標値を設定 

「かかりつ
け薬剤師・
薬局」を決
めている市
民の割合 

24.5% 30% 市民意識調査にて、
「かかりつけ薬剤師・
薬局を決めている」と
回答した人の割合 

千葉県総合計画の現在
の行政目標等の指標で
は、「増加を目指すこ
と」としており、佐倉
市の現状値を鑑み、毎
年度 1％の増加を目指
し、目標値を設定 

医療費の適
正化を図り
ます 

国民健康保
険被保険者
一人当たり
の医療費 

394,000 円 441,000 円以
内 

国民健康保険被保険者
の 1 年間の医療費を平
均被保険者数で除した
金額 

被保険者の高齢化によ
り医療費は増加見込で
あるため、1 年の増加
額が過去 5 年の伸び率
の平均（2.3％）以内
となるよう目標値を設
定 

141 

2-1 都市計画・公共交通 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

都市と農村
が共生する
まちづくり
を計画的に
推進します 

住み続けた
いと思う市
民の割合 

85.6% 86% 市民意識調査にて、
「今後も佐倉市に住み
続けたいですか」に対
し「住み続けたいと思
う」「当分は済み続け
たいと思う」「住み続
けたいが転出予定」と
回答した人の割合 

平成 28 年度から令和
4 年度までの平均上昇
率（0.002％）をもと
に、目標値を設定 

持続可能な
公共交通網
の形成を推
進します 

公共交通が
利用しやす
いと思う市
民の割合 

38.6% 44% 市民意識調査にて、
「市内の公共交通機関
は利用しやすいと思い
ますか」に対し「思
う」「どちらかという
と思う」と回答した人
の割合 

平成 28 年度から令和
4 年度までの平均上昇
率（1.1％）をもと
に、目標値を設定 

景観形成に
よる愛着と
誇りを持て
るまちづく
りを推進し
ます 

景観が良好
と感じる市
民の割合 

58.7% 60% 市民意識調査にて、自
然景観、都市景観、歴
史景観について、「景
観が良好だと思う」
「どちらかというと思
う」と回答した人の割
合 

令和元年度から令和 4

年度までの平均上昇率
（0.07％）をもとに、
前期基本計画で掲げた
目標値（60％）を目指
し、目標値を設定 

2-2 住宅・住環境 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

良好な住生
活の確保及
び向上に努
めます 

佐倉市を住
みやすいと
感じる市民
の割合 

73.5% 76% 市民意識調査にて、
「佐倉市の住み心地を
どのように感じます
か」に対し「住みやす
い」もしくは「どちら
かというと住みやす
い」と回答した人の割
合 

平成 30 年から令和 4

年まで 5 年間の平均値
である 76%を目標値
として設定 

適正な建築
行政を推進
します 

定期建築パ
トロールに
よる現場立
入調査件数 

38 件 48 件 建築中の工事現場へ立
ち入り、調査を行う件
数 

現状、月平均で 3 件程
度の立ち入り調査を実
施していることから、
今後は月 4 件程度の立
ち入り調査を目指し、
目標値を設定 

2-3 道路環境 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

快適な道路
の整備を推
進します 

都市計画道
路・幹線道
路の用地取
得面積 

2,444 ㎡  

（2022 年度実
績値） 

23,960 ㎡（期
間累計） 

道路新設や拡幅改良に
伴って必要となる用地
の取得面積 

令和 6 年度から令和 9

年度の期間に予定して
いる用地取得面積の累
計を、目標値として設
定 
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施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

安全・安心
な道路環境
を保全しま
す 

道路の舗装
補修面積 

17,000 ㎡
（2022 年度実
績値） 

60,000 ㎡（期
間累計） 

佐倉市が管理している
道路の舗装補修の面積 

令和 2 年度から令和 4

年度にかけての舗装補
修を行った面積が、年
平均 15,000 ㎡であっ
たことに基づき、令和
6 年度から令和 9 年度
の期間に予定している
舗装補修面積の累計
を、目標値として設定 

通学路改修
箇所数 

100％（22／
22 箇所） 

（2022 年度実
績値） 

100％（20／
20 箇所） 

（期間累計） 

教育委員会・学校・警
察等と連携して行われ
る通学路交通安全プロ
グラムによる合同点検
と土木部の通学路点検
に基づき、改修を行う
箇所数 

土木部の通学路点検に
基づいて、市内の小学
校全 23 校を 5 年間
（令和 5 年度～令和 9

年度）で整備すること
を目標として、毎年度
5 箇所の整備を設定
し、令和 6 年度から令
和 9 年度の整備箇所の
累計を目標値として設
定 

※合同点検に基づく整
備については、令和 6

年度に予定している合
同点検により並行して
整備を行っていく 

2-4 公園・緑地整備 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

みどりの適
正な量の確
保とみどり
の質の向上
を目指しま
す 

佐倉市全体
のみどりの
“量”に対
する満足度 

81.4% 81.4% 市民意識調査にて、
「佐倉市全体のみどり
の“量”について、ど
う思いますか」に対
し、「満足」「やや満
足」「普通」と回答し
た人の割合 

佐倉市みどりの基本計
画の目標値を参考に、
現状値の維持を目指
し、目標値として設定 

みどりの適
正な量の確
保とみどり
の質の向上
を目指しま
す 

佐倉市全体
のみどりの
“質”に対
する満足度 

69.6% 73.2% 市民意識調査にて、
「佐倉市全体のみどり
の“質”について、ど
う思いますか」に対
し、「満足」「やや満
足」「普通」と回答し
た人の割合 

佐倉市みどりの基本計
画の目標値を参考に、
毎年度 1％の増加を目
指し、目標値を設定 

みどりを活
用し、持続
可能で豊か
な暮らしを
実現します 

佐倉市内の
公園の利用
頻度 

69.3% 73.1% 市民意識調査にて、
「あなたは、公園をど
のくらいの頻度で利用
しますか」に対し、年
1 回以上利用すると回
答した人の割合 

佐倉市みどりの基本計
画の目標値を参考に、
毎年度 1.06％の増加を
目指し、目標値を設定 

市民協働・
公民連携に
よるみどり
の維持管理
や利活用を
促進します 
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2-5 上下水道 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

経営と施設
の健全性、
持続性を確
保します 

上水道重要
施設までの
水道管の耐
震適合率 

65.7% 90.5% 病院や避難所等、災害
時の重要施設に通じる
水道管の耐震適合率 

佐倉市水道施設耐震化
計画で掲げる 2030 年
度末、耐震適合率
100％を目指し、目標
値を設定 

下水道管点
検・調査率 

11.9% 25.2% 佐倉市下水道施設スト
ックマネジメント計画
に定めた下水道管の点
検・調査を実施した延
長の全延長に対する割
合 

ストックマネジメント
計画で掲げる 2052 年
度末、点検・調査率
100％を目指し、目標
値を設定 

雨水排水施
設を適正に
管理し浸水
被害の軽減
に努めます 

排水ポンプ
施設（排水
ポンプ・操
作盤・水位
計等）の更
新数 

2 基 

（2022 年度実
績値） 

18 基 （期間累
計） 

市が設置している排水
ポンプ施設の更新数 

排水ポンプ施設につい
ては計画的な更新が必
要であることから、令
和 6 年度から令和 9 年
度の期間に予定してい
る施設更新数の累計を
目標値として設定 

2-6 消防・防災 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

地域におけ
る消防力の
充実を図り
ます 

消防機庫
（昭和 56 年
耐震基準以
下）の耐震
化率 

80.8% 100% 消防機庫の耐震化が完
了している割合 

消防機庫の安全性を確
保し、地域における消
防力の充実を図るた
め、全消防機庫の耐震
化を目指し、目標値を
設定 

消防体制の
整備を図り
ます 

消防署庁舎
の大規模改
修件数 

0 件 2 件 老朽化し、大規模改修
が必要とされる消防署
庁舎の数 

消防力整備実施計画に
基づき、目標値を設定 

防災に関す
る知識・意
識の普及を
図ります 

災害に対し
て備えのあ
る市民の割
合 

87.8% 92.4% 市民意識調査にて、
「家庭で大地震などの
災害に備え」に対し、
「備えている」と回答
した人の割合 

過去の市民意識調査
で、最も災害に対して
備えていた割合
（92.4％）を目指し、
目標値を設定 

災害に備え
た体制を整
備します 

災害情報メ
ール登録者
数 

21,068 人 24,068 人 佐倉市メール配信サー
ビスに登録している人
数 

平成 30 年度から令和
4 年度の年平均登録増
加者数（600 人）をも
とに、目標値を設定 

2-7 防犯・交通安全 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

犯罪の抑止
を図ります 

人口 1 万人
当たりの犯
罪発生件数 

40.2 件 犯罪発生件数
が 

減少している 

千葉県警察が公表す
る、佐倉市における人
口 1 万人当たりの犯罪
発生件数 

現状値よりも犯罪発生
件数の減少を目指し、
目標値を設定 

交通安全対
策を推進し
ます 

交通事故発
生件数 

289 件 交通事故発生
件数が 

減少している 

千葉県警察が公表す
る、佐倉市における交
通事故発生件数 

現状値よりも交通事故
発生件数の減少を目指
し、目標値を設定 
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施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

安全・安心
な道路環境
を保全しま
す 

道路の舗装
補修面積 

17,000 ㎡
（2022 年度実
績値） 

60,000 ㎡（期
間累計） 

佐倉市が管理している
道路の舗装補修の面積 

令和 2 年度から令和 4

年度にかけての舗装補
修を行った面積が、年
平均 15,000 ㎡であっ
たことに基づき、令和
6 年度から令和 9 年度
の期間に予定している
舗装補修面積の累計
を、目標値として設定 

通学路改修
箇所数 

100％（22／
22 箇所） 

（2022 年度実
績値） 

100％（20／
20 箇所） 

（期間累計） 

教育委員会・学校・警
察等と連携して行われ
る通学路交通安全プロ
グラムによる合同点検
と土木部の通学路点検
に基づき、改修を行う
箇所数 

土木部の通学路点検に
基づいて、市内の小学
校全 23 校を 5 年間
（令和 5 年度～令和 9

年度）で整備すること
を目標として、毎年度
5 箇所の整備を設定
し、令和 6 年度から令
和 9 年度の整備箇所の
累計を目標値として設
定 

※合同点検に基づく整
備については、令和 6

年度に予定している合
同点検により並行して
整備を行っていく 

2-4 公園・緑地整備 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

みどりの適
正な量の確
保とみどり
の質の向上
を目指しま
す 

佐倉市全体
のみどりの
“量”に対
する満足度 

81.4% 81.4% 市民意識調査にて、
「佐倉市全体のみどり
の“量”について、ど
う思いますか」に対
し、「満足」「やや満
足」「普通」と回答し
た人の割合 

佐倉市みどりの基本計
画の目標値を参考に、
現状値の維持を目指
し、目標値として設定 

みどりの適
正な量の確
保とみどり
の質の向上
を目指しま
す 

佐倉市全体
のみどりの
“質”に対
する満足度 

69.6% 73.2% 市民意識調査にて、
「佐倉市全体のみどり
の“質”について、ど
う思いますか」に対
し、「満足」「やや満
足」「普通」と回答し
た人の割合 

佐倉市みどりの基本計
画の目標値を参考に、
毎年度 1％の増加を目
指し、目標値を設定 

みどりを活
用し、持続
可能で豊か
な暮らしを
実現します 

佐倉市内の
公園の利用
頻度 

69.3% 73.1% 市民意識調査にて、
「あなたは、公園をど
のくらいの頻度で利用
しますか」に対し、年
1 回以上利用すると回
答した人の割合 

佐倉市みどりの基本計
画の目標値を参考に、
毎年度 1.06％の増加を
目指し、目標値を設定 

市民協働・
公民連携に
よるみどり
の維持管理
や利活用を
促進します 
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2-5 上下水道 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

経営と施設
の健全性、
持続性を確
保します 

上水道重要
施設までの
水道管の耐
震適合率 

65.7% 90.5% 病院や避難所等、災害
時の重要施設に通じる
水道管の耐震適合率 

佐倉市水道施設耐震化
計画で掲げる 2030 年
度末、耐震適合率
100％を目指し、目標
値を設定 

下水道管点
検・調査率 

11.9% 25.2% 佐倉市下水道施設スト
ックマネジメント計画
に定めた下水道管の点
検・調査を実施した延
長の全延長に対する割
合 

ストックマネジメント
計画で掲げる 2052 年
度末、点検・調査率
100％を目指し、目標
値を設定 

雨水排水施
設を適正に
管理し浸水
被害の軽減
に努めます 

排水ポンプ
施設（排水
ポンプ・操
作盤・水位
計等）の更
新数 

2 基 

（2022 年度実
績値） 

18 基 （期間累
計） 

市が設置している排水
ポンプ施設の更新数 

排水ポンプ施設につい
ては計画的な更新が必
要であることから、令
和 6 年度から令和 9 年
度の期間に予定してい
る施設更新数の累計を
目標値として設定 

2-6 消防・防災 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

地域におけ
る消防力の
充実を図り
ます 

消防機庫
（昭和 56 年
耐震基準以
下）の耐震
化率 

80.8% 100% 消防機庫の耐震化が完
了している割合 

消防機庫の安全性を確
保し、地域における消
防力の充実を図るた
め、全消防機庫の耐震
化を目指し、目標値を
設定 

消防体制の
整備を図り
ます 

消防署庁舎
の大規模改
修件数 

0 件 2 件 老朽化し、大規模改修
が必要とされる消防署
庁舎の数 

消防力整備実施計画に
基づき、目標値を設定 

防災に関す
る知識・意
識の普及を
図ります 

災害に対し
て備えのあ
る市民の割
合 

87.8% 92.4% 市民意識調査にて、
「家庭で大地震などの
災害に備え」に対し、
「備えている」と回答
した人の割合 

過去の市民意識調査
で、最も災害に対して
備えていた割合
（92.4％）を目指し、
目標値を設定 

災害に備え
た体制を整
備します 

災害情報メ
ール登録者
数 

21,068 人 24,068 人 佐倉市メール配信サー
ビスに登録している人
数 

平成 30 年度から令和
4 年度の年平均登録増
加者数（600 人）をも
とに、目標値を設定 

2-7 防犯・交通安全 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

犯罪の抑止
を図ります 

人口 1 万人
当たりの犯
罪発生件数 

40.2 件 犯罪発生件数
が 

減少している 

千葉県警察が公表す
る、佐倉市における人
口 1 万人当たりの犯罪
発生件数 

現状値よりも犯罪発生
件数の減少を目指し、
目標値を設定 

交通安全対
策を推進し
ます 

交通事故発
生件数 

289 件 交通事故発生
件数が 

減少している 

千葉県警察が公表す
る、佐倉市における交
通事故発生件数 

現状値よりも交通事故
発生件数の減少を目指
し、目標値を設定 
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2-8 市民相談・結婚支援 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

市民相談へ
の適切な支
援を推進し
ます 

法律・人
権・行政相
談の認知度 

47.9% 60.5% 市民意識調査にて、
「法律・人権・行政相
談」を「利用したこと
がある」「知っている
が、利用したことはな
い」と回答した人の割
合 

市民の約 6 割まで認知
度を高めることを目値
に、現状値から毎年度
約 2.5％の増加を目指
し、目標値を設定 

安全な消費
生活を守り
ます 

佐倉市消費
生活センタ
ーの認知度 

29% 35%  市民意識調査にて、
「佐倉市消費生活セン
ターを知っています
か」に対し、「相談の
ほか講座や啓発用のリ
ーフレットの配布を行
っている事を知ってい
る」「消費生活相談が
できることについて知
っている」と回答した
人の割合 

過去 5 年間（平成 30

年度～令和 4 年度）の
平均値が約 28％であ
るため、前期基本計画
で揚げた目標値を設定 

結婚支援を
推進します 

婚活支援協
議会新規登
録者数 

108 人 118 人 婚活支援協議会に婚活
イベント利用のために
新規登録した人数 

毎年度 2 回程度のイベ
ントを実施しているた
め、イベントごとに新
規登録者が 1 人増加す
ると想定し、毎年度 2

人の増加を目指し、目
標値を設定 

2-9 環境保全 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

豊かな自然
環境を保全
します 

生活排水処
理率 

94.1% 95.5% 住民基本台帳人口に対
する生活排水処理人口
（公共下水道、高度処
理型合併処理浄化槽、
農業集落排水施設）の
割合 

佐倉市生活排水対策推
進計画（第３期）の令
和 6 年度目標値
（95.5％）、佐倉市一
般廃棄物処理基本計画
の令和 11 年度目標値
（95.5％）であり、双
方計画目標値との整合
性を図り、目標値を設
定 

ごみの減量
化・資源化
を推進しま
す 

ごみ総排出
量 

50,293 t 44,880 t 佐倉市内における不燃
ごみ、可燃ごみ、粗大
ごみ、プラスチック製
容器包装（含ペットボ
トル）、雑紙等ごみの
総排出量 

一般廃棄物処理基本計
画で掲げる令和 11 年
度の目標値
（42,306t）をもと
に、目標値を設定 

生活環境の
保全を図り
ます 

環境基準達
成率 

98.6% 99.5% 佐倉市内における大気
汚染、水質汚濁及び騒
音に係る環境基準を達
成している割合 

佐倉市に適用される大
気汚染や水質汚濁など
環境基準の合計 373 項
目のうち、371 項目の
達成を目指し、目標値
を設定 

  

145 

 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

地球温暖化
対策を推進
します 

市役所の温
室効果ガス
（CO₂）排
出量 

12,377 t-CO₂ 

（2021 年度） 

8,791 t-CO₂ 市役所が行う事務及び
事業から排出される温
室効果ガス（CO₂）の
量 

第２次佐倉市環境基本
計画の 2030 年度の目
標値である 7,383t-CO

₂排出量の達成を目指
し、目標値を設定 

市全体の温
室効果ガス
（CO₂）排
出量 

1,483 千 t-CO₂ 

（2020 年度） 

1,123 千 t-CO₂ 市域から排出される温
室効果ガス（CO₂）の
量 

第２次佐倉市環境基本
計画の 2030 年度の目
標値である 919 千 t-

CO₂排出量の達成を目
指し、目標値を設定 

3-1 商工業振興 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

企業の競争
力向上に向
けた取組を
支援します 

佐倉商工会
議所会員事
業者組織率 

48% 50% 市内商工業者のうち、
佐倉商工会議所に加入
している事業者の割合 

過去 4 年間（令和元年
度～4 年度）の会員事
業者組織率が漸増傾向
（年平均 0.4％）であ
ることを参考に、2％
増加を目指し、目標値
を設定 

企業誘致を
進めるとと
もに、創業
及び事業承
継を推進し
ます 

起業塾（入
門編・実践
編）受講者
の創業者数 

4 人 20 人（期間累
計） 

佐倉市が主催する起業
塾入門編、佐倉商工会
議所が主催する起業塾
実践編を受講した者の
うち、創業に至った者
の人数 

現状値を超える毎年度
5 人の創業者数を目指
し、計画期間累計とし
て目標値を設定 

企業誘致を
進めるとと
もに、創業
及び事業承
継を推進し
ます 

企業誘致助
成金新規受
給企業数 

2 社 10 社（期間累
計） 

佐倉市企業誘致・再投
資促進指定企業の指定
を受け、企業誘致・再
投資促進助成金の受給
を開始した企業の数 

過去 3 年の助成金開始
企業数の平均が 2 社で
あることから、年間 2

社×4 年で 8 社＋αと
して累計 10 社を目標
として設定 

多様な人材
の就業を支
援します 

地域職業相
談室におけ
る市内相談
者の就職率 

15% 19% 佐倉市地域職業相談室
の相談件数のうち、就
職できた件数の割合 

過去 4 年間（令和元年
度～令和 4 年度）の増
加率（年平均：約
0.8％）をもとに、目
標値を設定 

3-2 農業振興 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

競争力のあ
る農林水産
業を推進し
ます 

認定農業者
等を含む担
い手への農
地利用集積
面積 

712ha 840ha 農業者（認定農業者、
認定新規就農者等）が
耕作権を設定した農地
面積 

過去 4 年間（令和元年
度～令和 4 年度）の増
加面積の平均値
（25.75ha）を基に、
目標値を設定 

有機農業に
取り組む農
地面積 

27.2ha 32.6ha 有機農業（芋類・露地
野菜および米）に取り
組む農地面積 

佐倉市有機農業実施計
画で掲げる令和 9 年度
の目標値に基づき、目
標値を設定 
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2-8 市民相談・結婚支援 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

市民相談へ
の適切な支
援を推進し
ます 

法律・人
権・行政相
談の認知度 

47.9% 60.5% 市民意識調査にて、
「法律・人権・行政相
談」を「利用したこと
がある」「知っている
が、利用したことはな
い」と回答した人の割
合 

市民の約 6 割まで認知
度を高めることを目値
に、現状値から毎年度
約 2.5％の増加を目指
し、目標値を設定 

安全な消費
生活を守り
ます 

佐倉市消費
生活センタ
ーの認知度 

29% 35%  市民意識調査にて、
「佐倉市消費生活セン
ターを知っています
か」に対し、「相談の
ほか講座や啓発用のリ
ーフレットの配布を行
っている事を知ってい
る」「消費生活相談が
できることについて知
っている」と回答した
人の割合 

過去 5 年間（平成 30

年度～令和 4 年度）の
平均値が約 28％であ
るため、前期基本計画
で揚げた目標値を設定 

結婚支援を
推進します 

婚活支援協
議会新規登
録者数 

108 人 118 人 婚活支援協議会に婚活
イベント利用のために
新規登録した人数 

毎年度 2 回程度のイベ
ントを実施しているた
め、イベントごとに新
規登録者が 1 人増加す
ると想定し、毎年度 2

人の増加を目指し、目
標値を設定 

2-9 環境保全 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

豊かな自然
環境を保全
します 

生活排水処
理率 

94.1% 95.5% 住民基本台帳人口に対
する生活排水処理人口
（公共下水道、高度処
理型合併処理浄化槽、
農業集落排水施設）の
割合 

佐倉市生活排水対策推
進計画（第３期）の令
和 6 年度目標値
（95.5％）、佐倉市一
般廃棄物処理基本計画
の令和 11 年度目標値
（95.5％）であり、双
方計画目標値との整合
性を図り、目標値を設
定 

ごみの減量
化・資源化
を推進しま
す 

ごみ総排出
量 

50,293 t 44,880 t 佐倉市内における不燃
ごみ、可燃ごみ、粗大
ごみ、プラスチック製
容器包装（含ペットボ
トル）、雑紙等ごみの
総排出量 

一般廃棄物処理基本計
画で掲げる令和 11 年
度の目標値
（42,306t）をもと
に、目標値を設定 

生活環境の
保全を図り
ます 

環境基準達
成率 

98.6% 99.5% 佐倉市内における大気
汚染、水質汚濁及び騒
音に係る環境基準を達
成している割合 

佐倉市に適用される大
気汚染や水質汚濁など
環境基準の合計 373 項
目のうち、371 項目の
達成を目指し、目標値
を設定 
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施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

地球温暖化
対策を推進
します 

市役所の温
室効果ガス
（CO₂）排
出量 

12,377 t-CO₂ 

（2021 年度） 

8,791 t-CO₂ 市役所が行う事務及び
事業から排出される温
室効果ガス（CO₂）の
量 

第２次佐倉市環境基本
計画の 2030 年度の目
標値である 7,383t-CO

₂排出量の達成を目指
し、目標値を設定 

市全体の温
室効果ガス
（CO₂）排
出量 

1,483 千 t-CO₂ 

（2020 年度） 

1,123 千 t-CO₂ 市域から排出される温
室効果ガス（CO₂）の
量 

第２次佐倉市環境基本
計画の 2030 年度の目
標値である 919 千 t-

CO₂排出量の達成を目
指し、目標値を設定 

3-1 商工業振興 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

企業の競争
力向上に向
けた取組を
支援します 

佐倉商工会
議所会員事
業者組織率 

48% 50% 市内商工業者のうち、
佐倉商工会議所に加入
している事業者の割合 

過去 4 年間（令和元年
度～4 年度）の会員事
業者組織率が漸増傾向
（年平均 0.4％）であ
ることを参考に、2％
増加を目指し、目標値
を設定 

企業誘致を
進めるとと
もに、創業
及び事業承
継を推進し
ます 

起業塾（入
門編・実践
編）受講者
の創業者数 

4 人 20 人（期間累
計） 

佐倉市が主催する起業
塾入門編、佐倉商工会
議所が主催する起業塾
実践編を受講した者の
うち、創業に至った者
の人数 

現状値を超える毎年度
5 人の創業者数を目指
し、計画期間累計とし
て目標値を設定 

企業誘致を
進めるとと
もに、創業
及び事業承
継を推進し
ます 

企業誘致助
成金新規受
給企業数 

2 社 10 社（期間累
計） 

佐倉市企業誘致・再投
資促進指定企業の指定
を受け、企業誘致・再
投資促進助成金の受給
を開始した企業の数 

過去 3 年の助成金開始
企業数の平均が 2 社で
あることから、年間 2

社×4 年で 8 社＋αと
して累計 10 社を目標
として設定 

多様な人材
の就業を支
援します 

地域職業相
談室におけ
る市内相談
者の就職率 

15% 19% 佐倉市地域職業相談室
の相談件数のうち、就
職できた件数の割合 

過去 4 年間（令和元年
度～令和 4 年度）の増
加率（年平均：約
0.8％）をもとに、目
標値を設定 

3-2 農業振興 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

競争力のあ
る農林水産
業を推進し
ます 

認定農業者
等を含む担
い手への農
地利用集積
面積 

712ha 840ha 農業者（認定農業者、
認定新規就農者等）が
耕作権を設定した農地
面積 

過去 4 年間（令和元年
度～令和 4 年度）の増
加面積の平均値
（25.75ha）を基に、
目標値を設定 

有機農業に
取り組む農
地面積 

27.2ha 32.6ha 有機農業（芋類・露地
野菜および米）に取り
組む農地面積 

佐倉市有機農業実施計
画で掲げる令和 9 年度
の目標値に基づき、目
標値を設定 
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施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

美しく活力
のある農村
社会にしま
す 

多面的機能
活動面積 

727.33ha 820ha 良好な景観の形成や減
災など、 農業・農村
の有する多面的機能の
維持・発揮を図るため
の活動の対象となる面
積 

過去 5 年間（平成 30

年度～令和 4 年度）に
おける面積の増加分
（約 95 ㏊）を基に、
目標値を設定 

3-3 観光振興 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

観光客の来
訪や消費を
喚起する取
組を推進し
ます 

観光文化施
設等入込客
数 

1,174,812 人 153 万人 佐倉市への来客数 コロナ禍前の入込客数
（平成 30 年：約 146

万人）を参考に、現状
値から 30％の増加を
目指し、目標値を設定 

商品造成や
営業活動の
強化、情報
発信の充実
を図ります 

佐倉市観光
文化サイト
「となりの
佐倉」閲覧
数 

150,204 件 

（6 月～12

月） 

300,000 件 佐倉市が管理する、佐
倉市観光文化サイト
「となりの佐倉」につ
いて、閲覧した数 

現状値に、2023 年 1

月～5 月の実績
（84,482 件）をプラ
スした年間カウント数
（234,686 件）に対
し、コロナ禍を脱した
ことから 25％増加を
目指し、目標値を設定 

3-4 文化・芸術振興 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

文化財の保
存・活用を
推進します 

指定・登録
文化財等の
数 

127 件 132 件 国・県・市の指定・登
録・選択文化財及び市
民文化資産の件数 

過去の指定等の実績を
参考に、現状値から毎
年度 1 件の増加を目指
し、目標値を設定 

芸術文化の
普及を推進
します 

年間来館者
数（市民音
楽ホール・
市立美術
館） 

78,432 人 180,000 人 市民音楽ホール及び市
立美術館に年間を通し
て、来館された人数 

◆音楽ホール：新型コ
ロナウイルス感染症の
影響により達成できな
かった前期基本計画の
目標値（80,000 人）
を目指し、目標値を設
定◆美術館：新型コロ
ナウイルス感染症拡大
前の来館者数に戻すこ
とを目標としつつ、来
館者の更なる増加を目
指し目標値（100,000

人）を設定 
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4-1 学校教育 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

学力向上・
学習内容の
充実に取り
組みます 

学習状況調
査における
平均正答率 

基礎学力  

81.2% 

活用力  

73.9% 

基礎学力  

90% 

活用力  

70% 

基礎学力：佐倉市学習
状況調査における小学
校１年生から中学校２
年生を対象とした国語
A、算数・数学 Aの平
均正答率 

 

活用力：佐倉市学習状
況調査における小学校
５年生から中学校２年
生を対象とした国語
B、算数・数学 Bの平
均正答率 

◆基礎学力：今後の学
習を進めるにあたり、
身につけておきたい基
礎的な知識・技能を中
心に出題しており、正
答率 90％を目標値と
して設定 

◆活用力：獲得した基
礎的な知識・技能を活
用して解く問題を中心
に出題しており、正答
率 70％を目標値とし
て設定 

授業に ICT

を活用して
指導できる
教員の割合 

77.2% 100% 教員個人を対象として
実施される「学校にお
ける教員の情報化の実
態等に関する調査」の
４項目に肯定的な回答
をした割合 

国・県の学校教育情報
化推進計画で定める数
値（100％：令和 8年
度）に基づき、目標値
を設定 

豊かな人間
性を育む教
育に取り組
みます 

佐倉の歴史
や自然に興
味があると
回答する児
童生徒の割
合 

62.7% 70% 佐倉市学習状況調査に
おいて「佐倉の歴史や
自然に興味がある」と
回答した児童生徒の割
合 

前期基本計画で掲げた
目標値（70％）を目指
し、目標値を設定 

4-2 教育環境 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

良好な学習
環境を整備
します 

小中学校ト
イレの洋式
化率 

67% 100% 小中学校におけるトイ
レの全便器数のうち、
洋式便器数の割合 

全小中学校のトイレ洋
式化を目指し、目標値
として設定 

地域に開か
れた学校運
営を行いま
す 

学校ボラン
ティアに協
力したこと
がある市民
の割合 

22.6% 26.9% 市民意識調査にて、
「佐倉市内の小中学校
において、学校ボラン
ティアに参加したこと
がありますか」に対
し、「参加したことが
ある」と回答した人の
割合 

新型コロナウイルス感
染症の影響により達成
できなかった前期基本
計画の目標値
（26.9%）を目指し設
定 

安心して学
校に通える
環境を提供
します 

学校が楽し
いと感じる
児童・生徒
の割合 

90.1% 94% 小学校１年生から中学
校２年生を対象とした
佐倉市学習状況調査に
おいて、肯定的回答を
した児童生徒の割合 

例年 90％前後で推移
していて、新型コロナ
ウイルス感染症も５類
に移行し、数値の上昇
が見込まれるため、現
状値から毎年度 1％の
増加を目指し目標値を
設定 
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施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

美しく活力
のある農村
社会にしま
す 

多面的機能
活動面積 

727.33ha 820ha 良好な景観の形成や減
災など、 農業・農村
の有する多面的機能の
維持・発揮を図るため
の活動の対象となる面
積 

過去 5 年間（平成 30

年度～令和 4 年度）に
おける面積の増加分
（約 95 ㏊）を基に、
目標値を設定 

3-3 観光振興 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

観光客の来
訪や消費を
喚起する取
組を推進し
ます 

観光文化施
設等入込客
数 

1,174,812 人 153 万人 佐倉市への来客数 コロナ禍前の入込客数
（平成 30 年：約 146

万人）を参考に、現状
値から 30％の増加を
目指し、目標値を設定 

商品造成や
営業活動の
強化、情報
発信の充実
を図ります 

佐倉市観光
文化サイト
「となりの
佐倉」閲覧
数 

150,204 件 

（6 月～12

月） 

300,000 件 佐倉市が管理する、佐
倉市観光文化サイト
「となりの佐倉」につ
いて、閲覧した数 

現状値に、2023 年 1

月～5 月の実績
（84,482 件）をプラ
スした年間カウント数
（234,686 件）に対
し、コロナ禍を脱した
ことから 25％増加を
目指し、目標値を設定 

3-4 文化・芸術振興 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

文化財の保
存・活用を
推進します 

指定・登録
文化財等の
数 

127 件 132 件 国・県・市の指定・登
録・選択文化財及び市
民文化資産の件数 

過去の指定等の実績を
参考に、現状値から毎
年度 1 件の増加を目指
し、目標値を設定 

芸術文化の
普及を推進
します 

年間来館者
数（市民音
楽ホール・
市立美術
館） 

78,432 人 180,000 人 市民音楽ホール及び市
立美術館に年間を通し
て、来館された人数 

◆音楽ホール：新型コ
ロナウイルス感染症の
影響により達成できな
かった前期基本計画の
目標値（80,000 人）
を目指し、目標値を設
定◆美術館：新型コロ
ナウイルス感染症拡大
前の来館者数に戻すこ
とを目標としつつ、来
館者の更なる増加を目
指し目標値（100,000

人）を設定 
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4-1 学校教育 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

学力向上・
学習内容の
充実に取り
組みます 

学習状況調
査における
平均正答率 

基礎学力  

81.2% 

活用力  

73.9% 

基礎学力  

90% 

活用力  

70% 

基礎学力：佐倉市学習
状況調査における小学
校１年生から中学校２
年生を対象とした国語
A、算数・数学 Aの平
均正答率 

 

活用力：佐倉市学習状
況調査における小学校
５年生から中学校２年
生を対象とした国語
B、算数・数学 Bの平
均正答率 

◆基礎学力：今後の学
習を進めるにあたり、
身につけておきたい基
礎的な知識・技能を中
心に出題しており、正
答率 90％を目標値と
して設定 

◆活用力：獲得した基
礎的な知識・技能を活
用して解く問題を中心
に出題しており、正答
率 70％を目標値とし
て設定 

授業に ICT

を活用して
指導できる
教員の割合 

77.2% 100% 教員個人を対象として
実施される「学校にお
ける教員の情報化の実
態等に関する調査」の
４項目に肯定的な回答
をした割合 

国・県の学校教育情報
化推進計画で定める数
値（100％：令和 8年
度）に基づき、目標値
を設定 

豊かな人間
性を育む教
育に取り組
みます 

佐倉の歴史
や自然に興
味があると
回答する児
童生徒の割
合 

62.7% 70% 佐倉市学習状況調査に
おいて「佐倉の歴史や
自然に興味がある」と
回答した児童生徒の割
合 

前期基本計画で掲げた
目標値（70％）を目指
し、目標値を設定 

4-2 教育環境 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

良好な学習
環境を整備
します 

小中学校ト
イレの洋式
化率 

67% 100% 小中学校におけるトイ
レの全便器数のうち、
洋式便器数の割合 

全小中学校のトイレ洋
式化を目指し、目標値
として設定 

地域に開か
れた学校運
営を行いま
す 

学校ボラン
ティアに協
力したこと
がある市民
の割合 

22.6% 26.9% 市民意識調査にて、
「佐倉市内の小中学校
において、学校ボラン
ティアに参加したこと
がありますか」に対
し、「参加したことが
ある」と回答した人の
割合 

新型コロナウイルス感
染症の影響により達成
できなかった前期基本
計画の目標値
（26.9%）を目指し設
定 

安心して学
校に通える
環境を提供
します 

学校が楽し
いと感じる
児童・生徒
の割合 

90.1% 94% 小学校１年生から中学
校２年生を対象とした
佐倉市学習状況調査に
おいて、肯定的回答を
した児童生徒の割合 

例年 90％前後で推移
していて、新型コロナ
ウイルス感染症も５類
に移行し、数値の上昇
が見込まれるため、現
状値から毎年度 1％の
増加を目指し目標値を
設定 

  

－ 147 －

資 

料 

編

S
D
G
S



 

148 

4-3 生涯学習 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

市民の生涯
学習を推進
します 

生涯学習施
設及び学習
内容につい
て満足して
いる、やや
満足してい
ると答えた
市民の割合 

15.8% 18.3% 市民意識調査にて、
「佐倉市の生涯学習施
設及び学習内容につい
て満足していますか」
に対し、「満足してい
る」「やや満足してい
る」と回答した人の割
合 

働き方改革に伴う高齢
者の就労による利用者
減少の現状から、毎年
度 0.5％の増加を目指
し、目標値を設定 

生涯学習の
環境を整備
します 

公民館を年
に 1 回以上
利用してい
る市民の割
合 

21.5% 24% 市民意識調査にて、
「公民館を年に 1 回以
上利用している」と回
答した人の割合 

働き方改革に伴う高齢
者の就労による公民館
利用者減少の現状か
ら、毎年度 0.5％の増
加を目指し、目標値を
設定 

生涯学習の
環境を整備
します 

図書館を年
に 1 回以上
利用してい
る市民の割
合 

44.5% 49.5% 市民意識調査にて、
「図書館を年に 1 回以
上利用している」と回
答した人の割合 

働き方改革に伴う高齢
者の就労による図書館
利用者減少の現状があ
る中で、電子書籍等の
非来館型サービスの提
供により、毎年度 1％
の増加を目指し、目標
値を設定 

4-4 青少年健全育成 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

青少年の健
全育成に取
り組みます 

青少年育成
団体を知っ
ている市民
の割合 

― 40% 市民意識調査で、佐倉
市青少年育成団体やそ
の活動について「知っ
ている」と回答した割
合 

市民意識調査の「青少
年育成団体の取組内
容」について「よくな
った」「まあまあよく
なった」と回答した市
民の割合（過去 5 年平
均 32.1％）を参考にす
るとともに、より多く
の市民の皆様に青少年
育成団体を知っていた
だくことを目指し、目
標値を設定 

地域とのふ
れあいを増
やします 

青少年育成
事業への参
加人数 

2,725 人 5,500 人 佐倉市青少年育成団体
（青少年相談員連絡協
議会、佐倉市青少年育
成市民会議等）が実施
する事業への参加者人
数等 

青少年育成事業への参
加人数等について、今
後 5 年間で現状値の倍
増を目指し、目標値を
設定 

4-5 スポーツ振興 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

スポーツを
楽しむ機会
を提供しま
す 

成人市民の
週 1 回以上
のスポーツ
実施率 

49.1% 60% 市民意識調査におい
て、「週 1 回以上スポ
ーツを実施している」
と回答した成人市民の
割合 

国の第３期スポーツ基
本計画及び県の第 13

次千葉県体育・スポー
ツ推進計画で定める目
標値 70％を、第５次
佐倉市総合計画最終年
度（令和 13 年度）で
達成することを目指
し、目標値を設定 
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施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

スポーツ施
設を提供し
ます 

スポーツ施
設の利用者
数 

355,622人 500,000人 佐倉市民体育館、岩名
運動公園等、市内スポ
ーツ施設の利用者数 

新型コロナウイルス感
染症拡大以前の最大利
用者数（平成 30年
度：498,229人）をも
とに、目標値を設定 

5-1 コミュニティ 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

地域におけ
る市民活動
を支援しま
す 

自治会・町
内会への加
入率 

66.6% 66.6% 住民基本台帳上の全世
帯数に占める自治会・
町内会加入世帯の割合 

平成 20年度以降加入
率が漸減傾向にある
中、現状値の割合維持
を目指し、目標値を設
定 

まちづくり
活動に参加
したことが
ある市民の
割合 

36.6% 40% 市民意識調査におい
て、「自治会・ボラン
ティア団体が行う活
動」や「NPO・企業等
が取り組むまちづくり
活動」に参加したこと
があると回答した市民
の割合 

過去 4年間（令和元年
度～令和 4年度）の増
加率（2.2％増）を上
回る、約 4％の増加を
目指し目標値を設定 

コミュニテ
ィの活動拠
点の整備支
援・利用促
進を行いま
す 

コミュニテ
ィセンタ
ー、市民公
益活動サポ
ートセンタ
ーの利用者
数 

134,977人 270,000人 市内各コミュニティセ
ンター（佐倉、和田、
志津、西志津、千代
田・染井野）及び市民
公益活動サポートセン
ターの利用者数 

新型コロナウイルス流
行前の平成 30年度の
実績値（270,572人）
付近まで回復させるこ
とを目指し、目標値を
設定 

5-2 平和・国際化 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

平和の尊さ
を啓発し、
恒久平和に
向けた世界
の取組と連
携します 

平和条例・
平和都市宣
言を知って
いる市民の
割合 

49.2% 60% 市民意識調査にて、
「平和条例及び平和都
市宣言を知っています
か」に対し、「知って
いる」「内容は知らな
いが聞いたことはあ
る」と回答した人の割
合 

平和事業に関わってい
る約 2,000人／年が、
「事業にかかわったこ
と」を 1人以上に伝達
すると、毎年約 4,000

人（市民の約 2％）が
平和条例・平和都市宣
言を認知すると仮定で
きることから、現状値
の約 10％の増加を目
指し、目標値を設定 

多文化が共
生できる地
域づくりを
推進します 

多様性を認
め合い、外
国人、外国
文化に理解
ある態度が
取れる市民
の割合 

57.4% 65.7% 市民意識調査にて、
「外国人や外国文化に
対して、偏見なく相互
理解しようとする態度
や行動をとることがで
きますか」に対し、
「積極的にとれる」
「とれる」と回答した
人の割合 

過去 3年間（令和 2年
度～令和 4年度）の実
績（5％増加）を参考
に、現状値から 8.3％
増加を目指し、目標値
を設定 
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4-3 生涯学習 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

市民の生涯
学習を推進
します 

生涯学習施
設及び学習
内容につい
て満足して
いる、やや
満足してい
ると答えた
市民の割合 

15.8% 18.3% 市民意識調査にて、
「佐倉市の生涯学習施
設及び学習内容につい
て満足していますか」
に対し、「満足してい
る」「やや満足してい
る」と回答した人の割
合 

働き方改革に伴う高齢
者の就労による利用者
減少の現状から、毎年
度 0.5％の増加を目指
し、目標値を設定 

生涯学習の
環境を整備
します 

公民館を年
に 1 回以上
利用してい
る市民の割
合 

21.5% 24% 市民意識調査にて、
「公民館を年に 1 回以
上利用している」と回
答した人の割合 

働き方改革に伴う高齢
者の就労による公民館
利用者減少の現状か
ら、毎年度 0.5％の増
加を目指し、目標値を
設定 

生涯学習の
環境を整備
します 

図書館を年
に 1 回以上
利用してい
る市民の割
合 

44.5% 49.5% 市民意識調査にて、
「図書館を年に 1 回以
上利用している」と回
答した人の割合 

働き方改革に伴う高齢
者の就労による図書館
利用者減少の現状があ
る中で、電子書籍等の
非来館型サービスの提
供により、毎年度 1％
の増加を目指し、目標
値を設定 

4-4 青少年健全育成 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

青少年の健
全育成に取
り組みます 

青少年育成
団体を知っ
ている市民
の割合 

― 40% 市民意識調査で、佐倉
市青少年育成団体やそ
の活動について「知っ
ている」と回答した割
合 

市民意識調査の「青少
年育成団体の取組内
容」について「よくな
った」「まあまあよく
なった」と回答した市
民の割合（過去 5 年平
均 32.1％）を参考にす
るとともに、より多く
の市民の皆様に青少年
育成団体を知っていた
だくことを目指し、目
標値を設定 

地域とのふ
れあいを増
やします 

青少年育成
事業への参
加人数 

2,725 人 5,500 人 佐倉市青少年育成団体
（青少年相談員連絡協
議会、佐倉市青少年育
成市民会議等）が実施
する事業への参加者人
数等 

青少年育成事業への参
加人数等について、今
後 5 年間で現状値の倍
増を目指し、目標値を
設定 

4-5 スポーツ振興 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

スポーツを
楽しむ機会
を提供しま
す 

成人市民の
週 1 回以上
のスポーツ
実施率 

49.1% 60% 市民意識調査におい
て、「週 1 回以上スポ
ーツを実施している」
と回答した成人市民の
割合 

国の第３期スポーツ基
本計画及び県の第 13

次千葉県体育・スポー
ツ推進計画で定める目
標値 70％を、第５次
佐倉市総合計画最終年
度（令和 13 年度）で
達成することを目指
し、目標値を設定 
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施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

スポーツ施
設を提供し
ます 

スポーツ施
設の利用者
数 

355,622人 500,000人 佐倉市民体育館、岩名
運動公園等、市内スポ
ーツ施設の利用者数 

新型コロナウイルス感
染症拡大以前の最大利
用者数（平成 30年
度：498,229人）をも
とに、目標値を設定 

5-1 コミュニティ 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

地域におけ
る市民活動
を支援しま
す 

自治会・町
内会への加
入率 

66.6% 66.6% 住民基本台帳上の全世
帯数に占める自治会・
町内会加入世帯の割合 

平成 20年度以降加入
率が漸減傾向にある
中、現状値の割合維持
を目指し、目標値を設
定 

まちづくり
活動に参加
したことが
ある市民の
割合 

36.6% 40% 市民意識調査におい
て、「自治会・ボラン
ティア団体が行う活
動」や「NPO・企業等
が取り組むまちづくり
活動」に参加したこと
があると回答した市民
の割合 

過去 4年間（令和元年
度～令和 4年度）の増
加率（2.2％増）を上
回る、約 4％の増加を
目指し目標値を設定 

コミュニテ
ィの活動拠
点の整備支
援・利用促
進を行いま
す 

コミュニテ
ィセンタ
ー、市民公
益活動サポ
ートセンタ
ーの利用者
数 

134,977人 270,000人 市内各コミュニティセ
ンター（佐倉、和田、
志津、西志津、千代
田・染井野）及び市民
公益活動サポートセン
ターの利用者数 

新型コロナウイルス流
行前の平成 30年度の
実績値（270,572人）
付近まで回復させるこ
とを目指し、目標値を
設定 

5-2 平和・国際化 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

平和の尊さ
を啓発し、
恒久平和に
向けた世界
の取組と連
携します 

平和条例・
平和都市宣
言を知って
いる市民の
割合 

49.2% 60% 市民意識調査にて、
「平和条例及び平和都
市宣言を知っています
か」に対し、「知って
いる」「内容は知らな
いが聞いたことはあ
る」と回答した人の割
合 

平和事業に関わってい
る約 2,000人／年が、
「事業にかかわったこ
と」を 1人以上に伝達
すると、毎年約 4,000

人（市民の約 2％）が
平和条例・平和都市宣
言を認知すると仮定で
きることから、現状値
の約 10％の増加を目
指し、目標値を設定 

多文化が共
生できる地
域づくりを
推進します 

多様性を認
め合い、外
国人、外国
文化に理解
ある態度が
取れる市民
の割合 

57.4% 65.7% 市民意識調査にて、
「外国人や外国文化に
対して、偏見なく相互
理解しようとする態度
や行動をとることがで
きますか」に対し、
「積極的にとれる」
「とれる」と回答した
人の割合 

過去 3年間（令和 2年
度～令和 4年度）の実
績（5％増加）を参考
に、現状値から 8.3％
増加を目指し、目標値
を設定 
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5-3 情報発信・共有、広聴 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

シティプロ
モーション
の視点によ
る情報発
信・情報提
供の充実を
図ります 

ホームペー
ジ（全体）
アクセス件
数 

2,852万件 3,137万件 佐倉市ホームページ
（ウェブサイト）全体
のアクセス件数 

市のホームページにつ
いては、令和 4年度か
ら新システムに移行し
過去の実績がないこと
から、現状値から
10％の増加を目指し、
目標値を設定 

佐倉市魅力
発信サイト
「サクライ
ク」閲覧数 

50,852件 63,500件 佐倉市魅力発信サイト
のページビュー数の合
計 

2022年度実績値（現
状値）を参考に、現状
値の 5％（2,500件）
の増加を毎年度目指
し、目標値を設定 

市民意見を
集約し、効
果的な市政
への反映を
目指します 

市民の声が
市政に反映
されている
と思う市民
の割合 

16.8% 35% 市民意識調査にて、
「市民の皆様から市に
寄せられたご意見やご
要望が、市政に反映さ
れていると思います
か」に対し、「そう思
う」「どちらかという
とそう思う」と回答し
た人の割合 

前期基本計画で掲げた
目標値（35％）を目指
し、設定 

5-4 人権・男女平等参画 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

人権を尊重
する意識の
醸成を行い
ます 

人権尊重の
まちづくり
デリバリー
事業で「人
権問題への
理解や関心
が深まっ
た」と回答
した人の割
合 

93.9% 95% 市内小中学校で実施し
ている人権尊重のまち
づくりデリバリー事業
で「人権問題への理解
や関心が深まった」と
回答した人の割合 

前期基本計画で掲げた
目標値（95％）を目指
し、設定 

あらゆる場
における男
女平等参画
を推進しま
す 

各種審議
会、委員会
等の女性委
員比率 

27.8% 35% 市の各種審議会、委員
会等（法律・条例・規
則・要綱等により設置
されている審議会、委
員会等）における女性
委員比率 

佐倉市男女平等参画基
本計画【第４期】で定
めた目標値（35％：令
和 13年度）に基づき
目標値を設定 

DV等あらゆ
る暴力の根
絶を目指し
ます 

DV防止啓発
の情報発信
回数 

21回 25回 DV防止の情報提供や
正しい理解を促進する
ための啓発活動を実施
した成果とした「情報
発信回数」 

従来の年間広報・周知
啓発回数平均 20回に
加え、周知先の拡大や
新たな手段による発信
回数の拡大を目指し、
目標値を設定 
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5-5 行財政運営 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

人事管理の
適正化を推
進します 

年間時間外
勤務時間
（職員 1 人
当たり） 

185 時間  158 時間 総年間時間外勤務時間
数を管理職以外の職員
数で除した値 

平成 29 年度に総務省
が発表した地方公務員
の時間外勤務に関する
実態調査で公表されて
いる一人当たりの年間
平均時間外勤務時間数
を下回ることを目指
し、目標値を設定 

健全で持続
可能な行財
政運営を推
進します 

経常収支比
率 

過去 3 か年平
均値佐倉市
92.9%類似団体
92.3% 

類似団体（Ⅳ-

3）の平均値以
下 

財政構造の弾力性を測
定する指標で、数値が
低いほど財政運営に弾
力性があり、政策的に
使えるお金が多くある
ことを示している 

佐倉市の現状値は類似
団体の過去 3 か年平均
値（92.3％：令和元年
度～令和 3 年度）を上
回っていることから、
平均値以下を目標値と
して設定 

税の公平、
公正、効率
的賦課と収
入率向上を
目指します 

市税収入率
（現年課税
分＋滞納繰
越分） 

95.8% 97.2% 現年課税分と滞納繰越
分を合算した、市税合
計の収入率 

（＝収入額／調定額） 

令和 3 年度及び令和 4

年度の県内市町村全体
の収入率が 97.197％
であることから、これ
を上回る収入率を目標
値として設定 

行政手続の
簡素化と利
便性の向上
を図ります 

電子申請サ
ービスの利
用手続数 

201 手続 300 手続 共同運営電子申請シス
テムでオンライン申
請・届出が可能な手続
の数 

コロナ禍の収束に伴
い、新たな手続の増加
が鈍化することを考慮
し、令和 4 年度の実績
を基準に毎年度 1 割
（20 手続）程度の増
加を目指し、目標値を
設定 

5-6 資産管理・運営 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

効果的・効
率的な資産
運営をすす
めます 

施設のあり
方の方向性
を決定した
件数 

0 件 4 件（期間累
計） 

統廃合を含む施設の規
模変更や運営手法の変
更について市の意思決
定がされたもの 

（仮称）佐倉市公共施
設再配置方針の策定に
向けて検討を進めてお
り、個々の施設の方針
を決定するための調整
及び合意形成には時間
を要することが想定さ
れるため、年 1 件決定
することを目指し、目
標値を設定 

施設の保全
を行います 

施設計画等
による長寿
命化に資す
る事業の実
施件数 

2 事業 4 事業（期間
累計） 

公共施設等総合管理計
画に基づく長寿命化を
目的とした個別施設計
画などにより、建物の
「耐久性の維持」や
「機能性の向上」を図
る事業を実施した件数 

個別施設計画や施設の
方向性を決定する目標
値を参考に、長寿命化
を実施する件数を、年
あたり 1 件として、そ
の累計を目標値として
設定 
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5-3 情報発信・共有、広聴 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

シティプロ
モーション
の視点によ
る情報発
信・情報提
供の充実を
図ります 

ホームペー
ジ（全体）
アクセス件
数 

2,852万件 3,137万件 佐倉市ホームページ
（ウェブサイト）全体
のアクセス件数 

市のホームページにつ
いては、令和 4年度か
ら新システムに移行し
過去の実績がないこと
から、現状値から
10％の増加を目指し、
目標値を設定 

佐倉市魅力
発信サイト
「サクライ
ク」閲覧数 

50,852件 63,500件 佐倉市魅力発信サイト
のページビュー数の合
計 

2022年度実績値（現
状値）を参考に、現状
値の 5％（2,500件）
の増加を毎年度目指
し、目標値を設定 

市民意見を
集約し、効
果的な市政
への反映を
目指します 

市民の声が
市政に反映
されている
と思う市民
の割合 

16.8% 35% 市民意識調査にて、
「市民の皆様から市に
寄せられたご意見やご
要望が、市政に反映さ
れていると思います
か」に対し、「そう思
う」「どちらかという
とそう思う」と回答し
た人の割合 

前期基本計画で掲げた
目標値（35％）を目指
し、設定 

5-4 人権・男女平等参画 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022年度） 

目標値 

（2027年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

人権を尊重
する意識の
醸成を行い
ます 

人権尊重の
まちづくり
デリバリー
事業で「人
権問題への
理解や関心
が深まっ
た」と回答
した人の割
合 

93.9% 95% 市内小中学校で実施し
ている人権尊重のまち
づくりデリバリー事業
で「人権問題への理解
や関心が深まった」と
回答した人の割合 

前期基本計画で掲げた
目標値（95％）を目指
し、設定 

あらゆる場
における男
女平等参画
を推進しま
す 

各種審議
会、委員会
等の女性委
員比率 

27.8% 35% 市の各種審議会、委員
会等（法律・条例・規
則・要綱等により設置
されている審議会、委
員会等）における女性
委員比率 

佐倉市男女平等参画基
本計画【第４期】で定
めた目標値（35％：令
和 13年度）に基づき
目標値を設定 

DV等あらゆ
る暴力の根
絶を目指し
ます 

DV防止啓発
の情報発信
回数 

21回 25回 DV防止の情報提供や
正しい理解を促進する
ための啓発活動を実施
した成果とした「情報
発信回数」 

従来の年間広報・周知
啓発回数平均 20回に
加え、周知先の拡大や
新たな手段による発信
回数の拡大を目指し、
目標値を設定 
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5-5 行財政運営 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

人事管理の
適正化を推
進します 

年間時間外
勤務時間
（職員 1 人
当たり） 

185 時間  158 時間 総年間時間外勤務時間
数を管理職以外の職員
数で除した値 

平成 29 年度に総務省
が発表した地方公務員
の時間外勤務に関する
実態調査で公表されて
いる一人当たりの年間
平均時間外勤務時間数
を下回ることを目指
し、目標値を設定 

健全で持続
可能な行財
政運営を推
進します 

経常収支比
率 

過去 3 か年平
均値佐倉市
92.9%類似団体
92.3% 

類似団体（Ⅳ-

3）の平均値以
下 

財政構造の弾力性を測
定する指標で、数値が
低いほど財政運営に弾
力性があり、政策的に
使えるお金が多くある
ことを示している 

佐倉市の現状値は類似
団体の過去 3 か年平均
値（92.3％：令和元年
度～令和 3 年度）を上
回っていることから、
平均値以下を目標値と
して設定 

税の公平、
公正、効率
的賦課と収
入率向上を
目指します 

市税収入率
（現年課税
分＋滞納繰
越分） 

95.8% 97.2% 現年課税分と滞納繰越
分を合算した、市税合
計の収入率 

（＝収入額／調定額） 

令和 3 年度及び令和 4

年度の県内市町村全体
の収入率が 97.197％
であることから、これ
を上回る収入率を目標
値として設定 

行政手続の
簡素化と利
便性の向上
を図ります 

電子申請サ
ービスの利
用手続数 

201 手続 300 手続 共同運営電子申請シス
テムでオンライン申
請・届出が可能な手続
の数 

コロナ禍の収束に伴
い、新たな手続の増加
が鈍化することを考慮
し、令和 4 年度の実績
を基準に毎年度 1 割
（20 手続）程度の増
加を目指し、目標値を
設定 

5-6 資産管理・運営 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

効果的・効
率的な資産
運営をすす
めます 

施設のあり
方の方向性
を決定した
件数 

0 件 4 件（期間累
計） 

統廃合を含む施設の規
模変更や運営手法の変
更について市の意思決
定がされたもの 

（仮称）佐倉市公共施
設再配置方針の策定に
向けて検討を進めてお
り、個々の施設の方針
を決定するための調整
及び合意形成には時間
を要することが想定さ
れるため、年 1 件決定
することを目指し、目
標値を設定 

施設の保全
を行います 

施設計画等
による長寿
命化に資す
る事業の実
施件数 

2 事業 4 事業（期間
累計） 

公共施設等総合管理計
画に基づく長寿命化を
目的とした個別施設計
画などにより、建物の
「耐久性の維持」や
「機能性の向上」を図
る事業を実施した件数 

個別施設計画や施設の
方向性を決定する目標
値を参考に、長寿命化
を実施する件数を、年
あたり 1 件として、そ
の累計を目標値として
設定 
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5-7 企業・高等教育機関等との連携 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

企業・高等
教育機関等
との連携・
協力を推進
します 

包括連携協
定に基づく
協働事業 

90 事業 120 事業 包括連携協定を締結し
た大学･企業等と佐倉
市が、協働して、地域
課題解決のための事業
を実施した数 

過去 4 年間（令和元年
度から令和 4 年度）の
平均事業実施数（6 事
業／団体）及び平均新
規包括連携協定締結団
体数（1 団体／年）に
基づき、令和 5 年度か
ら令和 9 年度の 5 年間
で、30 事業の増加
（：新規 5 団体×6 事
業）を目指し、目標値
を設定 
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令和 4 年度（2022 年度）市民意識調査 

第５次佐倉市総合計画中期基本計画（2023～2026 年度）では、令和 4（2022）年度市民意識調査の結

果を、重点戦略の「重要業績評価指標（KPI）」及び基本施策の「成果指標」として複数設定しているた

め、調査の概要と結果を掲載します。 

 

―調査の概要― 

調査地域 佐倉市全域 

調査対象 市内在住の 18 歳以上の男女 

調査種類 

 
A 票：市民相談、防災、障害福祉、健康づくり、都市計画・公共交通、道

路環境、環境保全 

B 票：子育て支援、学校教育、スポーツ振興、青少年健全育成、高齢者福
祉、生涯学習 

C 票：情報発信・共有,広聴、平和・国際化、資産管理、文化・芸術振興、
観光振興、商工業振興、農業振興、地域福祉、コミュニティ 

※各調査の共通設問：回答者の属性、施策の重要度・満足度、市政に関す
る自由意見等  

対象者数 A～C 票それぞれ 1,400 名（合計 4,200 名） 

抽出方法 

 
住民基本台帳から無作為抽出 

（令和 4 年 3 月末時点の地区別人口構成比と市全体年齢別人口構成比を参
考に、男女別（１：１）に住民基本台帳から無作為抽出）  

調査方法 郵送配布、郵送回答・電子回答（ちば電子申請サービス） 

調査期間 令和 4 年 8 月 1 日～8 月 31 日 

 

―調査の結果― 

※指標として設定しているものを抜粋 

＜配布・回収結果＞ 

調査種類 配布数 
有効回収数 

（うち電子回答数） 

有効回収率 

（うち電子回答率） 

A 票 1,400 枚 
417 

（94） 

29.8% 

（22.5%） 

B 票 1,400 枚 
438 

（116） 

31.3% 

（26.5%） 

C 票 1,400 枚 
423 

（95） 

30.2% 

（22.5%） 

合計 4,200 枚 
1,278 

（305） 

30.4% 

（23.9%） 

 

＜指標別の結果＞ 

次ページ以降参照

－ 152 －

資 

料 

編

S
D
G
S



 

152 

5-7 企業・高等教育機関等との連携 

施策 

成果指標 

指標名 
現状値 

（2022 年度） 

目標値 

（2027 年度） 
指標の説明 目標値の考え方 

企業・高等
教育機関等
との連携・
協力を推進
します 

包括連携協
定に基づく
協働事業 

90 事業 120 事業 包括連携協定を締結し
た大学･企業等と佐倉
市が、協働して、地域
課題解決のための事業
を実施した数 

過去 4 年間（令和元年
度から令和 4 年度）の
平均事業実施数（6 事
業／団体）及び平均新
規包括連携協定締結団
体数（1 団体／年）に
基づき、令和 5 年度か
ら令和 9 年度の 5 年間
で、30 事業の増加
（：新規 5 団体×6 事
業）を目指し、目標値
を設定 

  

153 

令和 4 年度（2022 年度）市民意識調査 

第５次佐倉市総合計画中期基本計画（2023～2026 年度）では、令和 4（2022）年度市民意識調査の結

果を、重点戦略の「重要業績評価指標（KPI）」及び基本施策の「成果指標」として複数設定しているた

め、調査の概要と結果を掲載します。 

 

―調査の概要― 

調査地域 佐倉市全域 

調査対象 市内在住の 18 歳以上の男女 

調査種類 

 
A 票：市民相談、防災、障害福祉、健康づくり、都市計画・公共交通、道

路環境、環境保全 

B 票：子育て支援、学校教育、スポーツ振興、青少年健全育成、高齢者福
祉、生涯学習 

C 票：情報発信・共有,広聴、平和・国際化、資産管理、文化・芸術振興、
観光振興、商工業振興、農業振興、地域福祉、コミュニティ 

※各調査の共通設問：回答者の属性、施策の重要度・満足度、市政に関す
る自由意見等  

対象者数 A～C 票それぞれ 1,400 名（合計 4,200 名） 

抽出方法 

 
住民基本台帳から無作為抽出 

（令和 4 年 3 月末時点の地区別人口構成比と市全体年齢別人口構成比を参
考に、男女別（１：１）に住民基本台帳から無作為抽出）  

調査方法 郵送配布、郵送回答・電子回答（ちば電子申請サービス） 

調査期間 令和 4 年 8 月 1 日～8 月 31 日 

 

―調査の結果― 

※指標として設定しているものを抜粋 

＜配布・回収結果＞ 

調査種類 配布数 
有効回収数 

（うち電子回答数） 

有効回収率 

（うち電子回答率） 

A 票 1,400 枚 
417 

（94） 

29.8% 

（22.5%） 

B 票 1,400 枚 
438 

（116） 

31.3% 

（26.5%） 

C 票 1,400 枚 
423 

（95） 

30.2% 

（22.5%） 

合計 4,200 枚 
1,278 

（305） 

30.4% 

（23.9%） 

 

＜指標別の結果＞ 

次ページ以降参照
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◇「佐倉市を住みやすいと感じる市民の割合」（10年以上居住の市民） 

＜重点戦略＞④ 安心して笑顔で暮らし続けられる「まち」をつくります【重要業績評価指標（KPI）】

（P37） 

問 佐倉市の住み心地をどのように感じますか【１つ選択】 

 
 

◇子育て支援サービスについて、「満足」、「やや満足」と回答した市民の割合 

＜基本施策＞1-2 子育て支援【成果指標】（P62） 

問 市の子育て支援サービスの現状について、どのように感じていますか【１つ選択】 

 
 

◇「かかりつけ医」を決めている市民の割合 

＜基本施策＞1-5 健康づくり【成果指標】（P68） 

問 体調が悪い時や日常的な病気の診察や相談ができる「かかりつけ医」を決めていますか【１つ選択】 

 
  

１．住みやすい

40%

２．どちらかというと住みや

すい

33%

３．どちらともいえ

ない

20%

４．どちらかというと住

みにくい

5%

５．住みにくい

2%

６．無回答

0%

１．満足

8%

２．やや満足

42%

３．やや不満

14%

４．不満

4%

５．無回答

32%

１．決めている

53%
２．特に決めていな

い

44%

３．わからない

2%

４．無回答

1%
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◇「かかりつけ薬剤師・薬局」を決めている市民の割合 

＜基本施策＞1-5 健康づくり【成果指標】（P68） 

問 普段から何でも相談できる「かかりつけ薬剤師・薬局」を決めていますか【１つ選択】 

 
 

◇住み続けたいと思う市民の割合 

＜基本施策＞2-1 都市計画・公共交通【成果指標】（P72） 

問 今後も佐倉市に住み続けたいですか【１つ選択】 

 
 

◇公共交通が利用しやすいと思う市民の割合 

＜基本施策＞2-1 都市計画・公共交通【成果指標】（P72） 

問 市内の公共交通機関は利用しやすいと思いますか【１つ選択】 

 
  

１．決めている

25%

２．特に決めていな

い

73%

３．わからない

1%

４．無回答1%

１．住み続けたい

57%

２．当分は住み続け

たい27%

３．住み続けたいが

転出予定2%

４．将来転出したい

5%

５．すぐに転出した

い0%

６．わからない

8%

７．無回答

1%

１．思う

13%

２．どちらかという

と思う

26%

３．あまり思わな

い20%

４．思わない

18%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

21%

６．無回答

2%
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◇「佐倉市を住みやすいと感じる市民の割合」（10年以上居住の市民） 

＜重点戦略＞④ 安心して笑顔で暮らし続けられる「まち」をつくります【重要業績評価指標（KPI）】

（P37） 

問 佐倉市の住み心地をどのように感じますか【１つ選択】 

 
 

◇子育て支援サービスについて、「満足」、「やや満足」と回答した市民の割合 

＜基本施策＞1-2 子育て支援【成果指標】（P62） 

問 市の子育て支援サービスの現状について、どのように感じていますか【１つ選択】 

 
 

◇「かかりつけ医」を決めている市民の割合 

＜基本施策＞1-5 健康づくり【成果指標】（P68） 

問 体調が悪い時や日常的な病気の診察や相談ができる「かかりつけ医」を決めていますか【１つ選択】 

 
  

１．住みやすい

40%

２．どちらかというと住みや

すい

33%

３．どちらともいえ

ない

20%

４．どちらかというと住

みにくい

5%

５．住みにくい

2%

６．無回答

0%

１．満足

8%

２．やや満足

42%

３．やや不満

14%

４．不満

4%

５．無回答

32%

１．決めている

53%
２．特に決めていな

い

44%

３．わからない

2%

４．無回答

1%
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◇「かかりつけ薬剤師・薬局」を決めている市民の割合 

＜基本施策＞1-5 健康づくり【成果指標】（P68） 

問 普段から何でも相談できる「かかりつけ薬剤師・薬局」を決めていますか【１つ選択】 

 
 

◇住み続けたいと思う市民の割合 

＜基本施策＞2-1 都市計画・公共交通【成果指標】（P72） 

問 今後も佐倉市に住み続けたいですか【１つ選択】 

 
 

◇公共交通が利用しやすいと思う市民の割合 

＜基本施策＞2-1 都市計画・公共交通【成果指標】（P72） 

問 市内の公共交通機関は利用しやすいと思いますか【１つ選択】 

 
  

１．決めている

25%

２．特に決めていな

い

73%

３．わからない

1%

４．無回答1%

１．住み続けたい

57%

２．当分は住み続け

たい27%

３．住み続けたいが

転出予定2%

４．将来転出したい

5%

５．すぐに転出した

い0%

６．わからない

8%

７．無回答

1%

１．思う

13%

２．どちらかという

と思う

26%

３．あまり思わな

い20%

４．思わない

18%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

21%

６．無回答

2%
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◇景観が良好と感じる市民の割合 

＜基本施策＞2-1 都市計画・公共交通【成果指標】（P72） 

※以下３問の平均値 

問 市内の自然景観、都市景観、歴史景観は良好だと思いますか【景観ごとに１つ選択】 

■自然景観（印旛沼、河川、田園、斜面林等） 

 
 

■都市景観（街並み、道路、公園等） 

 
 

■歴史景観（城下町の町並み、史跡等） 

 
  

１．思う

22%

２．どちらかという

と思う

48%

３．あまり思わない

17%

４．思わない

5%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

6%

６．無回答

2%

１．思う

9%

２．どちらかという

と思う

32%

３．あまり思わない

35%

４．思わない

13%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

9%

６．無回答

2%

１．思う

21%

２．どちらかという

と思う

45%

３．あまり思わない

18%

４．思わない6%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

8%

６．無回答

2%
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◇佐倉市を住みやすいと感じる市民の割合 

＜基本施策＞2-2 住宅・住環境【成果指標】（P74） 

問 佐倉市の住み心地をどのように感じますか【１つ選択】 

 
 

◇法律・人権・行政相談の認知度 

＜基本施策＞2-8 市民相談・結婚支援【成果指標】（P86） 

問 市民の皆様を対象とした無料相談「法律・人権・行政相談」を利用したことがありますか【１つ選択】 

 
 

◇佐倉市消費生活センターの認知度 

＜基本施策＞2-8 市民相談・結婚支援【成果指標】（P86） 

問 「佐倉市消費生活センター」を知っていますか【１つ選択】 

 
  

１．住みやすい

39%

２．どちらかという

と住みやすい34%

３．どちらともいえ

ない20%

４．どちらかという

と住みにくい4%

５．住みにくい2% ６．無回答

1%

１．利用したことが

ある

9%

２．知っているが、利

用したことはない

39%

３．知らなかったが、

必要があれば利用し

たい

42%

４．知らなかったし、

利用したいとも思わ

ない

8%

５．無回答

2%

１．相談のほか講座や啓発用の

リーフレットの配布を行ってい

る事を知っている4%

２．消費生活相談が

できることについて

知っている25%

３．名前だけは聞い

たことがある36%

４．知らなかった

34%

５．無回答

1%
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◇景観が良好と感じる市民の割合 

＜基本施策＞2-1 都市計画・公共交通【成果指標】（P72） 

※以下３問の平均値 

問 市内の自然景観、都市景観、歴史景観は良好だと思いますか【景観ごとに１つ選択】 

■自然景観（印旛沼、河川、田園、斜面林等） 

 
 

■都市景観（街並み、道路、公園等） 

 
 

■歴史景観（城下町の町並み、史跡等） 

 
  

１．思う

22%

２．どちらかという

と思う

48%

３．あまり思わない

17%

４．思わない

5%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

6%

６．無回答

2%

１．思う

9%

２．どちらかという

と思う

32%

３．あまり思わない

35%

４．思わない

13%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

9%

６．無回答

2%

１．思う

21%

２．どちらかという

と思う

45%

３．あまり思わない

18%

４．思わない6%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

8%

６．無回答

2%
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◇佐倉市を住みやすいと感じる市民の割合 

＜基本施策＞2-2 住宅・住環境【成果指標】（P74） 

問 佐倉市の住み心地をどのように感じますか【１つ選択】 

 
 

◇法律・人権・行政相談の認知度 

＜基本施策＞2-8 市民相談・結婚支援【成果指標】（P86） 

問 市民の皆様を対象とした無料相談「法律・人権・行政相談」を利用したことがありますか【１つ選択】 

 
 

◇佐倉市消費生活センターの認知度 

＜基本施策＞2-8 市民相談・結婚支援【成果指標】（P86） 

問 「佐倉市消費生活センター」を知っていますか【１つ選択】 

 
  

１．住みやすい

39%

２．どちらかという

と住みやすい34%

３．どちらともいえ

ない20%

４．どちらかという

と住みにくい4%

５．住みにくい2% ６．無回答

1%

１．利用したことが

ある

9%

２．知っているが、利

用したことはない

39%

３．知らなかったが、

必要があれば利用し

たい

42%

４．知らなかったし、

利用したいとも思わ

ない

8%

５．無回答

2%

１．相談のほか講座や啓発用の

リーフレットの配布を行ってい

る事を知っている4%

２．消費生活相談が

できることについて

知っている25%

３．名前だけは聞い

たことがある36%

４．知らなかった

34%

５．無回答

1%
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◇学校ボランティアに協力したことがある市民の割合 

＜基本施策＞4-2 教育環境【成果指標】（P104） 

問 学校ボランティア（通学路における児童生徒見守り活動など）に協力したことはありますか 

【１つ選択】 

 
 

◇生涯学習施設及び学習内容について満足している、やや満足していると答えた市民の割合 

＜基本施策＞4-3 生涯学習【成果指標】（P106） 

問 佐倉市の生涯学習施設及び学習内容について満足していますか【１つ選択】 

 
 

◇公民館を年に 1回以上利用している市民の割合 

＜基本施策＞4-3 生涯学習【成果指標】（P106） 

問 公民館をどのくらいの割合で利用していますか【１つ選択】 

 
  

１．ある

23%

２．ない

68%

３．無回答

9%

１．満足している5%

２．やや満足してい

る

11%

３．どちらともいえ

ない

61%

４．やや不満足

4%

５．不満足

3%

６．無回答

16%

１．週に１回以上 1% ２．月に数回程度

3%

３．月に１回程度 3%

４．年に１～数回程度14%

５．利用していない

76%

６．無回答

3%
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◇図書館を年に 1回以上利用している市民の割合 

＜基本施策＞4-3 生涯学習【成果指標】（P106） 

問 図書館をどのくらいの割合で利用していますか【１つ選択】 

 
 

◇成人市民の週 1回以上のスポーツ実施率 

＜基本施策＞4-5 スポーツ振興【成果指標】（P110） 

問 普段どのくらいスポーツ（ウォーキングや体操を含む）をしますか【１つ選択】 

 
 

◇まちづくり活動に参加したことがある市民の割合 

＜基本施策＞5-1 コミュニティ【成果指標】（P114） 

問 まちづくり活動に参加したことがありますか【１つ選択】 

 
  

１．週に１回以上

2%
２．月に数回程度

13%

３．月に１回程度

4%

４．年に１～数回程

度25%

５．利用していない

54%

６．無回答2%

１．週に４回以上

17%

２．週に２～３回

18%

３．週に１回程度

14%
４．月に２～３回

5%

５．月に１回程度4%

６．ほとんどしない

31%

７．まったくしない

10%

８．無回答

1%

１．積極的に参加し

ている 5%
２．ときどき参加し

ている

10%

３．参加したことは

あるが、今はしてい

ない

22%
４．参加したことは

ない

62%

５．無回答

1%
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◇学校ボランティアに協力したことがある市民の割合 

＜基本施策＞4-2 教育環境【成果指標】（P104） 

問 学校ボランティア（通学路における児童生徒見守り活動など）に協力したことはありますか 

【１つ選択】 

 
 

◇生涯学習施設及び学習内容について満足している、やや満足していると答えた市民の割合 

＜基本施策＞4-3 生涯学習【成果指標】（P106） 

問 佐倉市の生涯学習施設及び学習内容について満足していますか【１つ選択】 

 
 

◇公民館を年に 1回以上利用している市民の割合 

＜基本施策＞4-3 生涯学習【成果指標】（P106） 

問 公民館をどのくらいの割合で利用していますか【１つ選択】 

 
  

１．ある

23%

２．ない

68%

３．無回答

9%

１．満足している5%

２．やや満足してい

る

11%

３．どちらともいえ

ない

61%

４．やや不満足

4%

５．不満足

3%

６．無回答

16%

１．週に１回以上 1% ２．月に数回程度

3%

３．月に１回程度 3%

４．年に１～数回程度14%

５．利用していない

76%

６．無回答

3%
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◇図書館を年に 1回以上利用している市民の割合 

＜基本施策＞4-3 生涯学習【成果指標】（P106） 

問 図書館をどのくらいの割合で利用していますか【１つ選択】 

 
 

◇成人市民の週 1回以上のスポーツ実施率 

＜基本施策＞4-5 スポーツ振興【成果指標】（P110） 

問 普段どのくらいスポーツ（ウォーキングや体操を含む）をしますか【１つ選択】 

 
 

◇まちづくり活動に参加したことがある市民の割合 

＜基本施策＞5-1 コミュニティ【成果指標】（P114） 

問 まちづくり活動に参加したことがありますか【１つ選択】 

 
  

１．週に１回以上

2%
２．月に数回程度

13%

３．月に１回程度

4%

４．年に１～数回程

度25%

５．利用していない

54%

６．無回答2%

１．週に４回以上

17%

２．週に２～３回

18%

３．週に１回程度

14%
４．月に２～３回

5%

５．月に１回程度4%

６．ほとんどしない

31%

７．まったくしない

10%

８．無回答

1%

１．積極的に参加し

ている 5%
２．ときどき参加し

ている

10%

３．参加したことは

あるが、今はしてい

ない

22%
４．参加したことは

ない

62%

５．無回答

1%
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◇平和条例・平和都市宣言を知っている市民の割合 

＜基本施策＞5-2 平和・国際化【成果指標】（P116） 

問 「佐倉市平和行政の基本に関する条例」（平和条例）及び「平和都市宣言」を知っていますか 

【１つ選択】 

 
 

◇多様性を認め合い、外国人、外国文化に理解ある態度が取れる市民の割合 

＜基本施策＞5-2 平和・国際化【成果指標】（P116） 

問 外国人や外国文化に対して、偏見なく相互理解しようとする態度や行動をとることができますか 

【１つ選択】 

 
 

◇市民の声が市政に反映されていると思う市民の割合 

＜基本施策＞5-3 情報発信・共有、広聴【成果指標】（P118） 

問 市民の皆様から市に寄せられたご意見やご要望が、市政に反映されていると思いますか【１つ選択】 

 
  

１．知っている

17%

２．内容は知らない

が、聞いたことはあ

る

32%

３．知らない

50%

４．無回答

1%

１．積極的にとれる

10%

２．とれる

48%

３．あまりとれない

11%

４．とれない

3%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

28%

６．無回答

0%

１．そう思う

3% ２．どちらかという

とそう思う

14%

３．あまりそう思わ

ない

28%

４．そう思わない

11%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

43%

６．無回答

1%
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用語解説 

あ行 

ICT 

【P35,39,47,65,97, 

102,103,105,122, 

123】 

コンピュータやスマートフォンなどの情報処理や通信技術の総称。 

ESD 

【P40,103】 

Education for Sustainable Development の略で、持続可能な社会の創り手を育む
教育のこと。 

生きる力 

【P102,108】 

学習指導要領に示された教育のねらいの一つで、基礎基本を確実に身に付け、
自ら考え自ら問題を解決していく力や豊かな人間性、それらを支える体力など
を併せ持った人間としての総合的な力をいう。 

一般廃棄物 

【P89】 

産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類され
る。また、「ごみ」は商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じた
ごみである「事業系一般廃棄物」と一般家庭の日常生活に伴って生じたごみで
ある「家庭系一般廃棄物」に分類される。 

SNS 

【P67,97,99】 

Social Network Service の略称で、人のつながりをインターネットを通じて構築
するサービス。 

AED 

【P83】 

自動体外式除細動器。Automated External Defibrillator の略称。心室細動（心臓
の筋肉が細かくふるえ、全身に血液を送ることができなくなった状態）に対
し、心臓に電気ショックを与え、心臓の状態を正常に戻すための医療機器。 

NPO 

【P55,61,114,115】 

市民の自発性に基づいた（自発性、非政府性）、営利を目的としない（非営利
性）、自立的・継続的に（自立性、継続性）社会サービスを提供する（公共性）
団体（組織性）をいい、特定非営利活動法人（NPO 法人）、任意団体のいずれ
も含み、法人格の有無は問わない。 

オレンジカフェ 

【P65】 

認知症の人とその家族、地域住民、専門職が集い、互いに交流し、経験や情報
を共有するとともに、専門職に相談ができる場。 

温室効果ガス 

【P22,52,88,89】 

大気中の二酸化炭素（CO2）やメタンなどのガスは太陽からの熱を地球に封じ込
め、地表を暖める働きがある。これらのガスを温室効果ガスといい、地球温暖
化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二
窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCS）、パーフルオロカーボン類
（PFCS）、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の７種類としている。 

か行 

会計年度任用職員 

【P122】 

地方公務員法第 22 条の 2 に定められた一会計年度を超えない範囲内で置かれる
非常勤職員。 

介護予防 

【P27,34,37,64,65】 

要介護になることをできる限り防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護状態にな
ってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらにはその軽減を目指すことをい
う。 

学童保育所 

【P63】 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後等に適切
な遊びと生活の場を提供し、健全な育成を図ることを目的とした施設をいう。 

合併処理浄化槽 

【P89】 

生活排水のうち、し尿と雑排水を併せて処理することができる浄化槽をいう。
これに対して、し尿のみを処理する浄化槽を単独処理浄化槽という。 
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◇平和条例・平和都市宣言を知っている市民の割合 

＜基本施策＞5-2 平和・国際化【成果指標】（P116） 

問 「佐倉市平和行政の基本に関する条例」（平和条例）及び「平和都市宣言」を知っていますか 

【１つ選択】 

 
 

◇多様性を認め合い、外国人、外国文化に理解ある態度が取れる市民の割合 

＜基本施策＞5-2 平和・国際化【成果指標】（P116） 

問 外国人や外国文化に対して、偏見なく相互理解しようとする態度や行動をとることができますか 

【１つ選択】 

 
 

◇市民の声が市政に反映されていると思う市民の割合 

＜基本施策＞5-3 情報発信・共有、広聴【成果指標】（P118） 

問 市民の皆様から市に寄せられたご意見やご要望が、市政に反映されていると思いますか【１つ選択】 

 
  

１．知っている

17%

２．内容は知らない

が、聞いたことはあ

る

32%

３．知らない

50%

４．無回答

1%

１．積極的にとれる

10%

２．とれる

48%

３．あまりとれない

11%

４．とれない

3%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

28%

６．無回答

0%

１．そう思う

3% ２．どちらかという

とそう思う

14%

３．あまりそう思わ

ない

28%

４．そう思わない

11%

５．どちらともいえ

ない（わからない）

43%

６．無回答

1%
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学習指導要領に示された教育のねらいの一つで、基礎基本を確実に身に付け、
自ら考え自ら問題を解決していく力や豊かな人間性、それらを支える体力など
を併せ持った人間としての総合的な力をいう。 

一般廃棄物 

【P89】 

産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類され
る。また、「ごみ」は商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じた
ごみである「事業系一般廃棄物」と一般家庭の日常生活に伴って生じたごみで
ある「家庭系一般廃棄物」に分類される。 
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【P67,97,99】 

Social Network Service の略称で、人のつながりをインターネットを通じて構築
するサービス。 

AED 

【P83】 

自動体外式除細動器。Automated External Defibrillator の略称。心室細動（心臓
の筋肉が細かくふるえ、全身に血液を送ることができなくなった状態）に対
し、心臓に電気ショックを与え、心臓の状態を正常に戻すための医療機器。 

NPO 

【P55,61,114,115】 

市民の自発性に基づいた（自発性、非政府性）、営利を目的としない（非営利
性）、自立的・継続的に（自立性、継続性）社会サービスを提供する（公共性）
団体（組織性）をいい、特定非営利活動法人（NPO 法人）、任意団体のいずれ
も含み、法人格の有無は問わない。 

オレンジカフェ 

【P65】 

認知症の人とその家族、地域住民、専門職が集い、互いに交流し、経験や情報
を共有するとともに、専門職に相談ができる場。 

温室効果ガス 

【P22,52,88,89】 

大気中の二酸化炭素（CO2）やメタンなどのガスは太陽からの熱を地球に封じ込
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保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後等に適切
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環境基準 

【P46,88】 

環境基本法第 16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全
する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるもの。この基準
は、公害対策を進めていく上での行政上の目標として定められるもので、ここ
までは汚染してもよいとか、これを超えると直ちに被害が生じるといった意味
で定められるものではない。 

環境教育 

【P52】 

持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる
場において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全につい
ての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習のこと。 

環境負荷 

【P52】 

人の活動により環境に加えられる影響で、環境を保全する上で支障をきたすお
それのあるものをいう。工場からの排水、排ガスのほか、家庭からの排水、ご
みの排出、自動車の排気ガスなど、事業活動や日常生活のあらゆる場面で環境
への負荷が生じている。 

環境保全型農業 

【P95】 

土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した
農業。 

観光 W コア構想 

【P35,97】 

消費に繋がる二つの核となる城下町地区と印旛沼周辺の観光拠点を整備すると
ともに、消費を拡大するため、それらをつなぐインフラの整備等、滞在時間を
延ばす取組。 

緩和策 

【P22,41,52】 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑制するための対策。「緩和策」
に対して、地球温暖化の影響による被害を抑える対策を「適応策」という。 

GIGA スクール構想 

【P105】 

児童生徒１人１台の情報端末、および高速大容量の通信ネットワークを一体的
に整備し、多様な子どもたちを誰ひとり取り残すことのない公正に個別最適化
された学びを全国の学校現場で持続的に実現させることを目指し、文部科学省
が令和元年 12月に発表した構想のこと。 

キャリア教育 

【P103】 

社会的・職業的自立に向けて必要となる資質・能力や勤労観・職業観を育む教
育。 

旧堀田邸 

【P5】 

最後の佐倉藩主堀田正倫（1851～1911）が、旧領地の佐倉（鏑木町）に建設し
た邸宅。主屋は 1890年（明治 23年）に竣工、1910年（明治 43年）に湯殿が
増築された。伝統的な和風様式による近代建築の旧大名家の邸宅で庭園ととも
に現存する例は全国的にも少ない。こうした点が評価され、現存する主屋（玄
関棟・座敷棟・居間棟・書斎棟・湯殿）と門番所、土蔵が 2006年（平成 18）
に国の重要文化財に、庭園が 2015年（平成 27年）に国の名勝に指定されてい
る。 

教育ミニ集会 

【P105】 

学校と地域の方々が教育活動に関する意見交換を行い、今後の学校経営に活か
す取組。 

グリーンインフラ 

【P41,79】 

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する
多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取
組。 

グリーンツーリズム 

【P97】 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動の
こと。 

経常的経費 

【P123】 

人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費。 

健康教育 

【P68,69】 

健康の保持・増進に必要な知識、技術、態度などの形成を目的として行われる
教育。 
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公共施設等総合管理
計画 

【P17,125】 

公共施設等の老朽化や財政状況の変化、人口・社会情勢の変化を踏まえ、将来
を見据えた適切な公共施設等のあり方を検討するため、長期的な視点に基づ
き、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うことを目的とする計画。 

合計特殊出生率 

【P11,62】 

「15歳から 49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、１人の女性
がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。（合
計特殊出生率＝｛年間の母の年齢別出生数÷10月 1日現在年齢別女性人口｝の
15歳から 49歳までの合計） 

コーホート要因法 

【P11】 

出生、死亡、移動等の人口の変動要因の動向を仮定してコーホート（同じ年又
は同じ期間に生まれた人々の集団）毎に将来人口を推計する方法。 

固定的性別役割分担
意識 

【P120】 

「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」等のよう
に、性別を理由として、役割を固定的に分ける意識や考え方のこと。 

コミュニティ活動 

【P23,115】 

その地域に住む方々が、快適で安全な生活環境のもとで、健康的で文化的な生
活を営むことができるように、一個人、一家庭では解決できない様々な問題を
協力して解決し、明るく楽しい地域社会をつくるための活動。 

婚活支援イベント 

【P87】 

後継者対策や地域の活性化などの課題への対応として、各種団体と協力し、結
婚への意欲のある若者の出会いの場づくりを支援するためのイベント。 

コンビニ交付 

【P39,123】 

個人番号カードを用いて、コンビニエンスストアにおいて住民票等の証明書の
交付が受けられるサービス。 

さ行 

再任用職員 

【P122】 

定年退職等により一旦退職したのち、１年以内の任期を定めて、改めて採用さ
れた職員のこと。 

佐倉学 

【P102,103,106, 
107】 

佐倉市には、印旛沼などの恵まれた「自然」、原始・古代からの「歴史」、城下
町として培われた文武両面及び佐倉ゆかりの芸術などの「文化」、優れた業績を
残した「先覚者」などが存在し、これらを学び、郷土佐倉への愛着などを育
み、人材の育成につなげる取組。学校教育・社会教育の双方において取組を進
めている。 

佐倉教育ビジョン 

【P99,103,105, 
107】 

中・長期的な視点に立って佐倉の教育の指針となる基本理念や目指すべき佐倉
市民像、基本方針等を示した計画。 

佐倉市教育センター 

【P103】 

市教育委員会の各課や市立各幼・小・中学校、各種教育関係機関と連携しなが
ら、教育の充実と発展を目指し、教育課題の調査研究、教育相談、就学相談、
教育資料の収集や広報活動などを実施している。 

佐倉市人権尊重のま
ちづくり指針 

【P121】 

佐倉市における人権尊重のまちづくりの理念と、その理念の実現に向けた市が
果たすべき役割を定めたもの。 

佐倉市スマートオフ
ィスプレイス 

【P93】 

多様な働き方の推進と新事業の創出並びに創業者の育成及び支援を促進する施
設として、コワーキングスペース、シェアオフィス、シェア工房を提供してい
る。 

（愛称：CO－LABO SAKURA、コラボサクラ） 

佐倉市都市マスター
プラン 

【P73】 

都市計画法に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」。都市の将来像
や整備方針を明確にし、行政と住民がそれらを共有しながら実現していくため
の計画。 
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環境基準 

【P46,88】 

環境基本法第 16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全
する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるもの。この基準
は、公害対策を進めていく上での行政上の目標として定められるもので、ここ
までは汚染してもよいとか、これを超えると直ちに被害が生じるといった意味
で定められるものではない。 

環境教育 

【P52】 

持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる
場において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全につい
ての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習のこと。 

環境負荷 

【P52】 

人の活動により環境に加えられる影響で、環境を保全する上で支障をきたすお
それのあるものをいう。工場からの排水、排ガスのほか、家庭からの排水、ご
みの排出、自動車の排気ガスなど、事業活動や日常生活のあらゆる場面で環境
への負荷が生じている。 

環境保全型農業 

【P95】 

土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した
農業。 

観光 W コア構想 

【P35,97】 

消費に繋がる二つの核となる城下町地区と印旛沼周辺の観光拠点を整備すると
ともに、消費を拡大するため、それらをつなぐインフラの整備等、滞在時間を
延ばす取組。 

緩和策 

【P22,41,52】 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑制するための対策。「緩和策」
に対して、地球温暖化の影響による被害を抑える対策を「適応策」という。 

GIGA スクール構想 

【P105】 

児童生徒１人１台の情報端末、および高速大容量の通信ネットワークを一体的
に整備し、多様な子どもたちを誰ひとり取り残すことのない公正に個別最適化
された学びを全国の学校現場で持続的に実現させることを目指し、文部科学省
が令和元年 12月に発表した構想のこと。 

キャリア教育 

【P103】 

社会的・職業的自立に向けて必要となる資質・能力や勤労観・職業観を育む教
育。 

旧堀田邸 

【P5】 

最後の佐倉藩主堀田正倫（1851～1911）が、旧領地の佐倉（鏑木町）に建設し
た邸宅。主屋は 1890年（明治 23年）に竣工、1910年（明治 43年）に湯殿が
増築された。伝統的な和風様式による近代建築の旧大名家の邸宅で庭園ととも
に現存する例は全国的にも少ない。こうした点が評価され、現存する主屋（玄
関棟・座敷棟・居間棟・書斎棟・湯殿）と門番所、土蔵が 2006年（平成 18）
に国の重要文化財に、庭園が 2015年（平成 27年）に国の名勝に指定されてい
る。 

教育ミニ集会 

【P105】 

学校と地域の方々が教育活動に関する意見交換を行い、今後の学校経営に活か
す取組。 

グリーンインフラ 

【P41,79】 

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する
多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取
組。 

グリーンツーリズム 

【P97】 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動の
こと。 

経常的経費 

【P123】 

人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費。 

健康教育 

【P68,69】 

健康の保持・増進に必要な知識、技術、態度などの形成を目的として行われる
教育。 
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公共施設等総合管理
計画 

【P17,125】 

公共施設等の老朽化や財政状況の変化、人口・社会情勢の変化を踏まえ、将来
を見据えた適切な公共施設等のあり方を検討するため、長期的な視点に基づ
き、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うことを目的とする計画。 

合計特殊出生率 

【P11,62】 

「15歳から 49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、１人の女性
がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。（合
計特殊出生率＝｛年間の母の年齢別出生数÷10月 1日現在年齢別女性人口｝の
15歳から 49歳までの合計） 

コーホート要因法 

【P11】 

出生、死亡、移動等の人口の変動要因の動向を仮定してコーホート（同じ年又
は同じ期間に生まれた人々の集団）毎に将来人口を推計する方法。 

固定的性別役割分担
意識 

【P120】 

「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」等のよう
に、性別を理由として、役割を固定的に分ける意識や考え方のこと。 

コミュニティ活動 

【P23,115】 

その地域に住む方々が、快適で安全な生活環境のもとで、健康的で文化的な生
活を営むことができるように、一個人、一家庭では解決できない様々な問題を
協力して解決し、明るく楽しい地域社会をつくるための活動。 

婚活支援イベント 

【P87】 

後継者対策や地域の活性化などの課題への対応として、各種団体と協力し、結
婚への意欲のある若者の出会いの場づくりを支援するためのイベント。 

コンビニ交付 

【P39,123】 

個人番号カードを用いて、コンビニエンスストアにおいて住民票等の証明書の
交付が受けられるサービス。 

さ行 

再任用職員 

【P122】 

定年退職等により一旦退職したのち、１年以内の任期を定めて、改めて採用さ
れた職員のこと。 

佐倉学 

【P102,103,106, 
107】 

佐倉市には、印旛沼などの恵まれた「自然」、原始・古代からの「歴史」、城下
町として培われた文武両面及び佐倉ゆかりの芸術などの「文化」、優れた業績を
残した「先覚者」などが存在し、これらを学び、郷土佐倉への愛着などを育
み、人材の育成につなげる取組。学校教育・社会教育の双方において取組を進
めている。 

佐倉教育ビジョン 

【P99,103,105, 
107】 

中・長期的な視点に立って佐倉の教育の指針となる基本理念や目指すべき佐倉
市民像、基本方針等を示した計画。 

佐倉市教育センター 

【P103】 

市教育委員会の各課や市立各幼・小・中学校、各種教育関係機関と連携しなが
ら、教育の充実と発展を目指し、教育課題の調査研究、教育相談、就学相談、
教育資料の収集や広報活動などを実施している。 

佐倉市人権尊重のま
ちづくり指針 

【P121】 

佐倉市における人権尊重のまちづくりの理念と、その理念の実現に向けた市が
果たすべき役割を定めたもの。 

佐倉市スマートオフ
ィスプレイス 

【P93】 

多様な働き方の推進と新事業の創出並びに創業者の育成及び支援を促進する施
設として、コワーキングスペース、シェアオフィス、シェア工房を提供してい
る。 

（愛称：CO－LABO SAKURA、コラボサクラ） 

佐倉市都市マスター
プラン 

【P73】 

都市計画法に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」。都市の将来像
や整備方針を明確にし、行政と住民がそれらを共有しながら実現していくため
の計画。 
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産業廃棄物 

【P88】 

廃棄物処理法で定められており、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え
がら、汚泥、廃プラスチック類、鉱さい、建設廃材、畜産農業にかかわる動物
の死体やふん尿など 20種のこと。事業者に処理が義務付けられている。 

シティプロモーショ
ン 

【P29,35,118,119】 

ある目的のために、まちの資源を魅力として発掘し、編集し、磨き上げて、ま
ちの内外に伝え、成果を獲得していくこと。 

指定管理者制度 

【P125】 

地方自治法の一部改正（2003年（平成 15年）9月）により、これまで公的団
体等に限られていた公の施設の管理について、法人その他の団体を期間を定め
て指定し、その管理を代行させることで、民間の能力を活用しつつ、住民サー
ビスの向上と経費の節減等を図ることを目的として創設された制度。 

シビックプライド 

【P35,103,107】 

自分の郷土や居住又は勤務する都市に対して「誇り」や「愛着」を持ち、自ら
もこの都市を形成している１人であるという認識を持つこと。 

市民公益活動 

【P55,114,115】 

市民または市民団体等が主体となって継続的・自発的に行う非営利目的の社会
貢献活動で、社会一般の利益（公益）に資する場合をいう。 

社会教育施設 

【P39,107】 

公民館、図書館など、社会教育行政の管轄のもと、公共性、開放性、非営利
性、政治的中立性などを原理として、専ら社会教育を行うために設置された施
設。 

社会福祉協議会 

【P61,114】 

社会福祉法に基づき設置された、民間の社会福祉活動を推進することを目的と
する、営利を目的としない民間組織であり、それぞれの都道府県、市区町村
で、社会福祉関係者、関係機関の参加・協力のもと、「福祉のまちづくり」の実
現を目指した様々な活動を行っている。 

社会福祉法人 

【P61】 

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立
された法人。 

出生率 

【P13,22】 

人口に対する１年間の出生児数の割合。通常、人口 1,000人当たりで表され
る。（出生率＝年間出生数÷10月 1日現在日本人人口×1000） 

省エネルギー 

【P41,89】 

エネルギーを消費していく段階で、無駄なく・効率的に利用し、エネルギー消
費量を節約すること。 

障害福祉サービス 

【P27,34,66,67】 

障害者総合支援法に基づき、全国一律で提供されるサービスで、個々の障害の
ある方の障害程度等を踏まえ、個別に支給決定が行われるもの。（例）居宅介
護、生活介護、就労継続支援、共同生活援助（グループホーム） 

食育 

【P95】 

生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものであ
り、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を実践することができる人間を育てること。 

人権教育 

【P121】 

人権尊重の精神の涵養を目的とした教育活動。佐倉市は、「佐倉市人権尊重のま
ちづくり指針」に基づき、市全体で「すべての市民の基本的人権を尊重し保障
するまち」を目指している。学校等で実施する学校人権教育、成人を対象とし
た社会人権教育を推進している。 

シルバー人材センタ
ー 

【P65】 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき設立された法人。入会し
た会員に対し、就業機会の確保を図り、就労による高齢者の社会参加の促進及
び地域社会に貢献することを目的としている。 

新規就農 

【P95】 

新たに農業に参入し、経営を開始すること。 
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人権尊重・人権擁護
都市宣言 

【P121】 

1997年（平成 9年）2月 24日に、佐倉市が差別や偏見のない、一人ひとりが
大切にされるまちづくりに積極的に取り組んでいくという決意を、公に宣言し
たもの。 

スマート農業 

【P94,95】 

ロボット技術や情報通信技術（ICT）を活用して、省力化・精密化や高品質生産
を実現する等を推進している新たな農業のこと。 

生活困窮者 

【P27,45,60,61】 

一般的には、収入や資産が少ないなど、生活に困っている者を表し、生活困窮
者自立支援法では、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事
情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくな
るおそれのある者」と定義されている。第５次総合計画では、双方の意味でそ
れぞれ使用している。 

青少年育成計画 

【P63,109】 

青少年育成の推進を図るために、学校、福祉、子育て、防犯、都市基盤の充実
など、様々な青少年に関わる事業を体系化した計画。 

青少年育成市民会議 

【P109】 

青少年に関する問題の解決のため、市民一人ひとりが問題解決に取り組み、家
庭や学校や地域がそれぞれの立場で、各種団体と行政が協働して健全育成を推
進していくことを目的に結成された機関。市内７地区の青少年健全育成住民会
議と PTA連絡協議会などの団体で構成されている。 

生態系 

【P45,53,88】 

空間に生きている生物（有機物）と、生物を取り巻く非生物的な環境（無機
物）が相互に関係しあって、生命（エネルギー）の循環をつくりだしているシ
ステムのこと。空間とは、地球という巨大な空間や、森林、草原、湿原、湖、
河川などのひとまとまりの空間を表し、例えば、森林生態系では、森林に生活
する植物、昆虫、脊椎動物、土壌動物などあらゆる生物と、水、空気、土壌な
どの非生物が相互に作用し、生命の循環をつくりだすシステムが保たれてい
る。 

生物多様性 

【P53,79】 

様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在す
ることをいう。生物多様性条約では、 

・様々な生物の相互作用から構成される様々な生態系の存在＝生態系の多様性 

・様々な生物種が存在する＝種の多様性 

・種は同じでも、持っている遺伝子が異なる＝遺伝的多様性 

という３つの階層で多様性を捉え、それぞれ保全が必要とされている。 

ゼロカーボンシティ 

【P89】 

地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素排出量を 2050年までに「実質ゼロ
（人為的な発生源による排出量と森林等の吸収源による除去量との間の均衡を
達成）」にすることを目指すと公表した自治体のこと。 

た行 

耐震適合率 

【P48,80】 

管自体に耐震性能を有する管及び地盤の性状などから耐震性を有すると評価で
きる管の割合。 

男女平等参画推進セ
ンター 

【P121】 

男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に共に参画する
男女平等参画社会の形成を促進するため、その活動拠点として設置されたも
の。 

田んぼダム 

【P95】 

水田の落水口に流出量を抑制するための堰板や小さな穴の開いた調整板などの
器具を取り付けることで、水田に降った雨水を時間をかけてゆっくりと排水
し、水路や河川の水位の上昇を抑えることで、水路や河川から溢れる水の量や
範囲を抑制する取組。 

地域職業相談室 

【P49,92】 

公共職業安定所（ハローワーク）が設置されていない市町村において、国が行
う職業相談・職業紹介等のサービスを住民が利用できる場として設置された施
設。国と市町村が共同で運営。本市ではミレニアムセンター佐倉３階にある。 
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産業廃棄物 

【P88】 

廃棄物処理法で定められており、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え
がら、汚泥、廃プラスチック類、鉱さい、建設廃材、畜産農業にかかわる動物
の死体やふん尿など 20種のこと。事業者に処理が義務付けられている。 

シティプロモーショ
ン 

【P29,35,118,119】 

ある目的のために、まちの資源を魅力として発掘し、編集し、磨き上げて、ま
ちの内外に伝え、成果を獲得していくこと。 

指定管理者制度 

【P125】 

地方自治法の一部改正（2003年（平成 15年）9月）により、これまで公的団
体等に限られていた公の施設の管理について、法人その他の団体を期間を定め
て指定し、その管理を代行させることで、民間の能力を活用しつつ、住民サー
ビスの向上と経費の節減等を図ることを目的として創設された制度。 

シビックプライド 

【P35,103,107】 

自分の郷土や居住又は勤務する都市に対して「誇り」や「愛着」を持ち、自ら
もこの都市を形成している１人であるという認識を持つこと。 

市民公益活動 

【P55,114,115】 

市民または市民団体等が主体となって継続的・自発的に行う非営利目的の社会
貢献活動で、社会一般の利益（公益）に資する場合をいう。 

社会教育施設 

【P39,107】 

公民館、図書館など、社会教育行政の管轄のもと、公共性、開放性、非営利
性、政治的中立性などを原理として、専ら社会教育を行うために設置された施
設。 

社会福祉協議会 

【P61,114】 

社会福祉法に基づき設置された、民間の社会福祉活動を推進することを目的と
する、営利を目的としない民間組織であり、それぞれの都道府県、市区町村
で、社会福祉関係者、関係機関の参加・協力のもと、「福祉のまちづくり」の実
現を目指した様々な活動を行っている。 

社会福祉法人 

【P61】 

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立
された法人。 

出生率 

【P13,22】 

人口に対する１年間の出生児数の割合。通常、人口 1,000人当たりで表され
る。（出生率＝年間出生数÷10月 1日現在日本人人口×1000） 

省エネルギー 

【P41,89】 

エネルギーを消費していく段階で、無駄なく・効率的に利用し、エネルギー消
費量を節約すること。 

障害福祉サービス 

【P27,34,66,67】 

障害者総合支援法に基づき、全国一律で提供されるサービスで、個々の障害の
ある方の障害程度等を踏まえ、個別に支給決定が行われるもの。（例）居宅介
護、生活介護、就労継続支援、共同生活援助（グループホーム） 

食育 

【P95】 

生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものであ
り、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を実践することができる人間を育てること。 

人権教育 

【P121】 

人権尊重の精神の涵養を目的とした教育活動。佐倉市は、「佐倉市人権尊重のま
ちづくり指針」に基づき、市全体で「すべての市民の基本的人権を尊重し保障
するまち」を目指している。学校等で実施する学校人権教育、成人を対象とし
た社会人権教育を推進している。 

シルバー人材センタ
ー 

【P65】 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき設立された法人。入会し
た会員に対し、就業機会の確保を図り、就労による高齢者の社会参加の促進及
び地域社会に貢献することを目的としている。 

新規就農 

【P95】 

新たに農業に参入し、経営を開始すること。 
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人権尊重・人権擁護
都市宣言 

【P121】 

1997年（平成 9年）2月 24日に、佐倉市が差別や偏見のない、一人ひとりが
大切にされるまちづくりに積極的に取り組んでいくという決意を、公に宣言し
たもの。 

スマート農業 

【P94,95】 

ロボット技術や情報通信技術（ICT）を活用して、省力化・精密化や高品質生産
を実現する等を推進している新たな農業のこと。 

生活困窮者 

【P27,45,60,61】 

一般的には、収入や資産が少ないなど、生活に困っている者を表し、生活困窮
者自立支援法では、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事
情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくな
るおそれのある者」と定義されている。第５次総合計画では、双方の意味でそ
れぞれ使用している。 

青少年育成計画 

【P63,109】 

青少年育成の推進を図るために、学校、福祉、子育て、防犯、都市基盤の充実
など、様々な青少年に関わる事業を体系化した計画。 

青少年育成市民会議 

【P109】 

青少年に関する問題の解決のため、市民一人ひとりが問題解決に取り組み、家
庭や学校や地域がそれぞれの立場で、各種団体と行政が協働して健全育成を推
進していくことを目的に結成された機関。市内７地区の青少年健全育成住民会
議と PTA連絡協議会などの団体で構成されている。 

生態系 

【P45,53,88】 

空間に生きている生物（有機物）と、生物を取り巻く非生物的な環境（無機
物）が相互に関係しあって、生命（エネルギー）の循環をつくりだしているシ
ステムのこと。空間とは、地球という巨大な空間や、森林、草原、湿原、湖、
河川などのひとまとまりの空間を表し、例えば、森林生態系では、森林に生活
する植物、昆虫、脊椎動物、土壌動物などあらゆる生物と、水、空気、土壌な
どの非生物が相互に作用し、生命の循環をつくりだすシステムが保たれてい
る。 

生物多様性 

【P53,79】 

様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在す
ることをいう。生物多様性条約では、 

・様々な生物の相互作用から構成される様々な生態系の存在＝生態系の多様性 

・様々な生物種が存在する＝種の多様性 

・種は同じでも、持っている遺伝子が異なる＝遺伝的多様性 

という３つの階層で多様性を捉え、それぞれ保全が必要とされている。 

ゼロカーボンシティ 

【P89】 

地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素排出量を 2050年までに「実質ゼロ
（人為的な発生源による排出量と森林等の吸収源による除去量との間の均衡を
達成）」にすることを目指すと公表した自治体のこと。 

た行 

耐震適合率 

【P48,80】 

管自体に耐震性能を有する管及び地盤の性状などから耐震性を有すると評価で
きる管の割合。 

男女平等参画推進セ
ンター 

【P121】 

男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に共に参画する
男女平等参画社会の形成を促進するため、その活動拠点として設置されたも
の。 

田んぼダム 

【P95】 

水田の落水口に流出量を抑制するための堰板や小さな穴の開いた調整板などの
器具を取り付けることで、水田に降った雨水を時間をかけてゆっくりと排水
し、水路や河川の水位の上昇を抑えることで、水路や河川から溢れる水の量や
範囲を抑制する取組。 

地域職業相談室 

【P49,92】 

公共職業安定所（ハローワーク）が設置されていない市町村において、国が行
う職業相談・職業紹介等のサービスを住民が利用できる場として設置された施
設。国と市町村が共同で運営。本市ではミレニアムセンター佐倉３階にある。 
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地域生活支援事業 

【P67】 

障害者総合支援法に基づき、市町村の創意工夫により提供される事業。（例）理
解促進、相談支援、意思疎通支援、日常生活用具給付、移動支援 

地域包括支援センタ
ー 

【P64,65】 

市内５か所に設置された高齢者のための総合相談窓口。保健師・看護師、社会
福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となり、介護に関する相談や介護予防
など、高齢者の生活全般にわたる支援を行っている。また、民生委員や自治
会・町内会、医療機関、ケアマネジャーなど様々な機関と連携しネットワーク
作りを進めている。 

地球温暖化 

【P28,40,41,89】 

人間の活動の拡大により二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガスの濃度
が増加し、地表面の温度が上昇すること。 

適応策 

【P41,52】 

気候変動の影響に対し自然・人間システムを調整することにより、被害を防
止・軽減し、あるいはその便益の機会を活用すること。既に起こりつつある影
響の防止・軽減のために直ちに取り組むべき短期的施策と、予測される影響の
防止・軽減のための中長期的施策がある。 

デジタルリテラシー 

【P123】 

デジタル技術を理解して適切に活用するスキルのこと。 

特定健康診査・健康
診査 

【P46,63,68,69】 

原則として、①40歳以上の佐倉市の国民健康保険被保険者、②佐倉市の後期高
齢者医療被保険者、③40歳以上の生活保護受給者を対象として、身体測定・血
圧測定・尿検査・血液検査・問診・診察を行う健康診査。（①のみ特定健康診査
の対象としている。） 

DV 

【P29,54,120,121】 

ドメスティックバイオレンスのこと。夫婦間や恋人など、パートナー間（過去
の関係も含む）の暴力をいう。身体的、精神的、性的、経済的など、多面的な
要素が含まれる。 

な行 

ニューツーリズム 

【P97】 

従来型の観光旅行ではなく、テーマ性の強い体験型の新しいタイプの旅行とシ
ステム全般のこと。 

認知症サポーター 

【P65】 

講師役のキャラバン・メイトが実施する認知症サポーター養成講座を受講した
方のこと。認知症を正しく理解して、認知症の方や家族を見守る応援者とし
て、自身のできる範囲で活動することが役割。 

認定農業者 

【P45,94】 

農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画（５年後の経営目標）を
作成し、市町村の認定を受けた農業経営者。 

農業・農村の有する
（持つ）多面的機能 

【P41,95】 

農業・農村の有する農産物の供給機能以外の多面にわたる機能。（例：自然環境
の保全、減災、田園景観の形成、生物の多様性の確保等） 

農業用廃プラスチッ
ク 

【P95】 

使用済みのハウス資材など農業を行う上で使用したプラスチックのこと。 

は行 

バリアフリー化 

【P74,110】 

道路や建築物の入口の段差などの物理的なバリア（障壁）だけでなく、高齢者
や障害のある人等の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なバリ
アも含め、全ての人にとって日常生活の中で存在するあらゆるバリアを取り除
くこと。 
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Park-PFI 

【P79】 

平成 29年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等の公園利
用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収
益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公
園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管
理制度」のこと。 

ファミリーサポート
センター 

【P63】 

乳幼児や小学生等の児童を有する保護者等を会員として、児童の預かりの援助
を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整等
を行う事業。 

『風媒花』 

【P99】 

佐倉市の１年間の芸術文化関係記事や特集記事を掲載した情報誌。市の文化状
況を広くお知らせするとともに、記録として蓄積していくことを目的としてい
る。1988年（昭和 63年）創刊以降、毎年発行している。 

賦課 

【P29,123】 

納税義務者に対し、その納めなければならない税額を決定しこれを通知するこ
と。 

部活動地域移行 

【P105】 

中学校の部活動を、地域の文化・スポーツ団体が行う活動に移行していくこと
で、子どもたちが多様な活動を体験できる機会と、少子化の中でも、将来にわ
たり活動を継続して取り組むことができる環境の整備を進めるもの。 

複合検診 

【P68】 

特定健康診査・健康診査と、胃がん、胸部レントゲン等を同日に受診できる検
診。 

普通会計 

【P14,16】 

総務省が行う統計調査のため、全自治体の比較ができるように統一会計区分と
して定められたもの。 

ふるさと納税 

【P123】 

佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附のこと。佐倉を応援しようとする個人や団
体から寄附金を受け入れ、これを財源として各種事業を実施することにより、
寄附者の想いに応え、もって個性豊かで活力ある佐倉のまちづくりに資するこ
とが目的。 

プレーパーク 

【P63,79】 

木登りや泥んこ遊びなど、日常なかなかできなくなった遊びを通じて、子ども
たちの自主性や冒険心を育くみ、生き生きと成長できる遊び場・居場所。子ど
もたちが思いっきり遊べるように、極力禁止事項をなくし、自分の責任で自由
に遊ぶことを大切にした活動のこと。 

平和首長会議 

【P117】 

世界の都市が国境を越えて連帯し、核兵器の廃絶に向けた取組をすすめること
で、世界恒久平和の実現に寄与することを目的として活動している団体。佐倉
市は、2009年（平成 21年）4月 1日に加盟。2024年（令和 6年）1月 1日現
在、国内の 1,739自治体が加盟。 

ま行 

民生委員・児童委員 

【P61,114】 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、住民の立
場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、「児童委員」を兼ねている。児童委
員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守
り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。 

や行 

谷津 

【P41,88,89】 

谷戸や谷地などとも呼ばれ、台地に河川の浸食で谷が刻まれ、海進による堆
積、海退による陸地化で生じた平らな谷底をもつ浅い谷地形のこと。三方（両
側、後背）に丘陵台地部、樹林地を抱え、湿地、湧水、水路、水田等の農耕
地、ため池などで構成される。 

ヤングケアラー 

【P62】 

家族にケアを要する⼈がいる場合に、本来⼤⼈が担うようなケア責任を引き受
け、家事や家族の世話、介護、感情⾯のサポートなどを日常的に⾏っている 18

歳未満の子どものこと。 
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地域生活支援事業 

【P67】 

障害者総合支援法に基づき、市町村の創意工夫により提供される事業。（例）理
解促進、相談支援、意思疎通支援、日常生活用具給付、移動支援 

地域包括支援センタ
ー 

【P64,65】 

市内５か所に設置された高齢者のための総合相談窓口。保健師・看護師、社会
福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となり、介護に関する相談や介護予防
など、高齢者の生活全般にわたる支援を行っている。また、民生委員や自治
会・町内会、医療機関、ケアマネジャーなど様々な機関と連携しネットワーク
作りを進めている。 

地球温暖化 

【P28,40,41,89】 

人間の活動の拡大により二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガスの濃度
が増加し、地表面の温度が上昇すること。 

適応策 

【P41,52】 

気候変動の影響に対し自然・人間システムを調整することにより、被害を防
止・軽減し、あるいはその便益の機会を活用すること。既に起こりつつある影
響の防止・軽減のために直ちに取り組むべき短期的施策と、予測される影響の
防止・軽減のための中長期的施策がある。 

デジタルリテラシー 

【P123】 

デジタル技術を理解して適切に活用するスキルのこと。 

特定健康診査・健康
診査 

【P46,63,68,69】 

原則として、①40歳以上の佐倉市の国民健康保険被保険者、②佐倉市の後期高
齢者医療被保険者、③40歳以上の生活保護受給者を対象として、身体測定・血
圧測定・尿検査・血液検査・問診・診察を行う健康診査。（①のみ特定健康診査
の対象としている。） 

DV 

【P29,54,120,121】 

ドメスティックバイオレンスのこと。夫婦間や恋人など、パートナー間（過去
の関係も含む）の暴力をいう。身体的、精神的、性的、経済的など、多面的な
要素が含まれる。 

な行 

ニューツーリズム 

【P97】 

従来型の観光旅行ではなく、テーマ性の強い体験型の新しいタイプの旅行とシ
ステム全般のこと。 

認知症サポーター 

【P65】 

講師役のキャラバン・メイトが実施する認知症サポーター養成講座を受講した
方のこと。認知症を正しく理解して、認知症の方や家族を見守る応援者とし
て、自身のできる範囲で活動することが役割。 

認定農業者 

【P45,94】 

農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画（５年後の経営目標）を
作成し、市町村の認定を受けた農業経営者。 

農業・農村の有する
（持つ）多面的機能 

【P41,95】 

農業・農村の有する農産物の供給機能以外の多面にわたる機能。（例：自然環境
の保全、減災、田園景観の形成、生物の多様性の確保等） 

農業用廃プラスチッ
ク 

【P95】 

使用済みのハウス資材など農業を行う上で使用したプラスチックのこと。 

は行 

バリアフリー化 

【P74,110】 

道路や建築物の入口の段差などの物理的なバリア（障壁）だけでなく、高齢者
や障害のある人等の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なバリ
アも含め、全ての人にとって日常生活の中で存在するあらゆるバリアを取り除
くこと。 
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Park-PFI 

【P79】 

平成 29年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等の公園利
用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収
益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公
園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管
理制度」のこと。 

ファミリーサポート
センター 

【P63】 

乳幼児や小学生等の児童を有する保護者等を会員として、児童の預かりの援助
を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整等
を行う事業。 

『風媒花』 

【P99】 

佐倉市の１年間の芸術文化関係記事や特集記事を掲載した情報誌。市の文化状
況を広くお知らせするとともに、記録として蓄積していくことを目的としてい
る。1988年（昭和 63年）創刊以降、毎年発行している。 

賦課 

【P29,123】 

納税義務者に対し、その納めなければならない税額を決定しこれを通知するこ
と。 

部活動地域移行 

【P105】 

中学校の部活動を、地域の文化・スポーツ団体が行う活動に移行していくこと
で、子どもたちが多様な活動を体験できる機会と、少子化の中でも、将来にわ
たり活動を継続して取り組むことができる環境の整備を進めるもの。 

複合検診 

【P68】 

特定健康診査・健康診査と、胃がん、胸部レントゲン等を同日に受診できる検
診。 

普通会計 

【P14,16】 

総務省が行う統計調査のため、全自治体の比較ができるように統一会計区分と
して定められたもの。 

ふるさと納税 

【P123】 

佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附のこと。佐倉を応援しようとする個人や団
体から寄附金を受け入れ、これを財源として各種事業を実施することにより、
寄附者の想いに応え、もって個性豊かで活力ある佐倉のまちづくりに資するこ
とが目的。 

プレーパーク 

【P63,79】 

木登りや泥んこ遊びなど、日常なかなかできなくなった遊びを通じて、子ども
たちの自主性や冒険心を育くみ、生き生きと成長できる遊び場・居場所。子ど
もたちが思いっきり遊べるように、極力禁止事項をなくし、自分の責任で自由
に遊ぶことを大切にした活動のこと。 

平和首長会議 

【P117】 

世界の都市が国境を越えて連帯し、核兵器の廃絶に向けた取組をすすめること
で、世界恒久平和の実現に寄与することを目的として活動している団体。佐倉
市は、2009年（平成 21年）4月 1日に加盟。2024年（令和 6年）1月 1日現
在、国内の 1,739自治体が加盟。 

ま行 

民生委員・児童委員 

【P61,114】 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、住民の立
場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、「児童委員」を兼ねている。児童委
員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守
り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。 

や行 

谷津 

【P41,88,89】 

谷戸や谷地などとも呼ばれ、台地に河川の浸食で谷が刻まれ、海進による堆
積、海退による陸地化で生じた平らな谷底をもつ浅い谷地形のこと。三方（両
側、後背）に丘陵台地部、樹林地を抱え、湿地、湧水、水路、水田等の農耕
地、ため池などで構成される。 

ヤングケアラー 

【P62】 

家族にケアを要する⼈がいる場合に、本来⼤⼈が担うようなケア責任を引き受
け、家事や家族の世話、介護、感情⾯のサポートなどを日常的に⾏っている 18

歳未満の子どものこと。 
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豊かな心 

【P26,28,101,103】 

自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など。
豊かな心の育成においては、徳育・言語に関する活動・体験活動の充実によ
り、他者、社会、自然・環境とかかわる中で、これらとともに生きる自分への
自信をもたせる必要がある。 

要介護認定率 

【P64】 

介護保険における第１号被保険者（65歳以上）のうち、介護認定を受けている
割合。（要介護認定率＝65歳以上の要介護・要支援認定者数÷第１号被保険者
数） 

幼保小の架け橋プロ
グラム 

【P103】 

子供に関わる大人が立場を越えて連携し、架け橋期（義務教育開始前後の５歳
児から小学校１年生の２年間）にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実現
を図り、一人一人の多様性に配慮した上で全ての子供に学びや生活の基盤を育
むことを目指すもの。 

4R（リユース・リ
サイクル・リデュー
ス・リフューズ） 

【P41,89】 

循環型社会を形成していくためのキーワードで、「Reuse（リユース：再使
用）」、「Recycle（リサイクル：再生利用）」、「Reduce（リデュース：排出抑
制）」の 3Rに「Refuse（リフューズ：断る）」を加えたもの。 

わ行 

ワーケーション 

【P34】 

ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み合わせた欧米発の造語で、長期
滞在先でパソコンなどを使って仕事をすること。 
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