
 

 

 

 

武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の令和元年度末における 

進捗状況及び地方創生関連交付金活用事業の実施結果について 

 

 

 武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の令和元年度末における進捗状況及

び地方版総合戦略に位置付けられた自主的・主体的で先導的な事業の円滑な実施を

支援することを目的とした国の交付金である地方創生関連交付金を活用して令和

元年度に実施した事業の実施結果について、別添資料のとおりお知らせします。 

 

（添付資料） 

 資料１ 武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 令和元年度末進捗状況に

ついて 

 資料２ 武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況一覧（令和元年

度末） 

 資料３ 平成２８年度 地方創生拠点整備交付金（令和元年度実施）に係る事業

実施結果報告 

 資料４ 令和元年度 地方創生推進交付金に係る事業実施結果報告 
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資料１ 

 

武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 令和元年度末進捗状況について 

 

【基本目標１ まちの魅力を向上させ、新たな人の流れをつくる】 

 

項目 進捗状況 

市外からの平日の滞在人口 × 

市外からの休日の滞在人口 × 

  

具体的施策（７施策３０事業）の進捗状況（令和元年度末） 

具体的施策 事業の状況（指標数） 

項目 
進捗状況 

(前年度) 
◎ ○ △ × ― 

戦略的な情報発信 ◎(◎) ４ ０ ０ ０ ０ 

創業を希望している市民

への支援 
○(○) １ １ ０ １ ０ 

産業の振興と雇用の促進 
①△(○) 

②◎(◎) 
３ ０ ３ １ ０ 

時代のニーズに対応する

農業の創造 
◎(◎) １ １ １ ０ ０ 

個性豊かな観光施策の推

進 

①×(△) 

②◎(△) 

③△(△) 

④○(△) 

４ １ ５ ３ ０ 

利便性の高い公共交通網

の形成 
○(○) ０ ２ ０ ０ ０ 

にぎわいと活力のあるま

ちづくり 
○(○) ０ １ ２ ０ ０ 

合計 ― １３ ６ １１ ５ ０ 

前年度合計 ― １１ ７ １２ ５ ０ 

   

基本目標１の総括 

・交流人口の増加の視点から施策を展開している。 

・滞在人口については、地域経済分析システム（RESAS）の平成３１年１月から令和元年１２月までの１

４時時点の市外からの滞在人口の平均値を算出している。 

・市外からの滞在人口について、平成３０年度と比較すると、平日及び休日において、全ての時点で数

値は減少している。 

・平成３０年度と比較すると、目標値を達成した事業が増加している。 

・戦略的な情報発信については、平成３０年度に引き続き、全ての事業で目標値を達成している。 

・産業の振興と雇用の促進については、市内全体の産業振興等を計画的に進めるため、産業振興ビジョ

※重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況 
 ◎：目標値達成          
 ○：平成２６年度現況値を上回っている 
 △：現況値から横ばい 
 ×：現況値を下回っている 
 ―：数値が判明していない 



 

 

ンの策定の検討を進め、令和２年度から令和３年度にかけて策定する。 

・個性豊かな観光施策の推進については、平成３０年度と比較すると、目標値を達成した事業が増加し

た。一方で、村山温泉「かたくりの湯」については、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、来場

者は減少した。 

・利便性の高い公共交通網の形成については、平成３０年度に引き続き、掲載事業の全てにおいて現況

値を上回っている。一方で、平成３０年度と比較すると数値が減少している事業もある。 

 

外部有識者（まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会）からの意見 

・空き店舗活性化事業への支援について、広報の方法が記載されていないため、利用を促す施策を作る

必要がある。今後は、市内にどのような空き店舗がどの程度あるのか、また、空き店舗を活用し、創

業を希望する人をどのように増やしていくか具体的に検討いただきたい。 

・企業誘致制度の周知（雇用促進奨励金）について、周知が十分にできていないと感じたため、コロナ

禍の状況で時代に合った企業がどのような企業なのか、どのように広報して、誘致していくのかを検

討いただきたい。 

・地域ブランド認証事業の実施について、「認証ブランドシールを新規作成したことに合わせ、制度のＰ

Ｒを強化していく。」と記載があるが、どこに行けば買えるのか、どういう方法で手に入れられるのか

など販売方法まで具体的に決めた方が良い。 

・良いアイデアがあったとしても、市民へ情報を届ける方法を考えないと届かないため、広報の方法に

ついては検討いただきたい。 

・観光ＰＲについては、別府温泉などＶＲを活用した映像が増えているため、活用できると良い。 

・市内循環バス路線の検討について、利便性の高い公共交通網を目指すのであれば、市民アンケートを

実施し、ニーズを把握した方が良い。また、乗合タクシーと上手く連携して運営できると良い。 

・農業と福祉の連携について、全国的には、上手く連携しているケースも多いため、市内の福祉事業所

と農家の方との連携ができれば良い。 

・広報戦略（シティプロモーション戦略）の策定について、広報戦略は策定しているが、各施策の広報

ができていない。市の施策を多くの方に知ってもらって、市の活性化に繋げていくために広報戦略を

基に庁内で連携して広報を進めていければ良い。 

・戦略的な情報発信について、目標値自体は達成しているが、各事業の広報ができていないのであれば、

今後は、広報部門を中心に広報のあり方を全庁的に広げていくべきである。 

・各所管課で事業実施を検討する際には、同時に広報の仕方についても検討していくべきである。 

・地域住民の生活上のニーズ・要望を把握する必要性があるため、アンケートの実施、ご意見箱のよう

にいつでも意見を出せる仕組みの構築、定期的な現地ヒアリングの実施などが行われると望ましい。 

・ＰＲ動画を流すだけでは、「実施している」状態に止まってしまい、市民に届かない。各部署で連

携し、広報の在り方について再検討する必要性がある。 

 

補足資料 

武蔵村山市の滞在人口（RESAS） 



市外からの滞在人口

【平日】 ４時 １０時 １４時 ２０時 合計 【休日】 ４時 １０時 １４時 ２０時 合計

2014年 1,614 13,664 16,274 5,947 37,499 2014年 1,681 10,527 17,383 7,638 37,229

2015年 1,748 13,423 16,261 6,090 37,522 2015年 1,816 10,325 17,284 7,693 37,118

2016年 1,887 13,515 16,006 6,003 37,411 2016年 1,904 10,599 17,321 7,587 37,411

2017年 2,393 13,529 16,202 6,494 38,618 2017年 2,350 10,495 17,188 7,803 37,836

2018年 2,996 13,872 16,658 6,703 40,229 2018年 2,671 10,945 16,951 8,058 38,625

2019年 2,360 12,726 15,212 5,921 36,219 2019年 2,246 10,183 16,445 7,320 36,194

※　2014年の数値は9月から12月までの平均値
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【基本目標２ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる】 

 

項目 進捗状況 

合計特殊出生率 

(平成 30年度：1.55) 

― 

（○） 

「武蔵村山市は安心して子ど

もを産み育てられるまちだと

思う」人の割合 

(平成 30年度：72.1%) 

― 

（◎） 

 

具体的施策（５施策２５事業）の進捗状況（令和元年度末） 

具体的施策 事業の状況（指標数） 

項目 進捗状況 ◎ ○ △ × ― 

婚活への支援 ×(×) ０ ０ ０ １ ０ 

子どもとお出かけしやすい

まちづくり 

⑴×(○) 

⑵○(◎) 

⑶―(◎) 

２ ２ ０ １ ０ 

子育て、子育ちと子ども家

庭の支援 

①×(×) 

②◎(◎) 

⑶①◎(◎) 

⑶②○(○) 

⑷○(○) 

⑸―(―) 

６ ４ １ ０ １ 

子どもの知力・体力の向上 ◎(◎) ０ １ １ ２ ０ 

教育環境の整備 ◎(×) １ ２ ０ １ ０ 

合計 ― ９ ９ ２ ５ １ 

前年度合計 ― １１ ８ ２ ４ １ 

 

基本目標２の総括 

・年少人口及び将来的な生産年齢人口の増加を図る視点から施策を展開している。 

・基本目標のＫＰＩの数値が現時点で判明していないが、令和元年の出生者数は４９５人であり平成３

０年と比較すると５６人の減少となっている。（住民基本台帳） 

・基本目標に掲げる合計特殊出生率の平成３０年度実績については、全都、区部及び市部の平均値を上

回っている。また、市部及び区部では一番高い数値となっている。 

・基本目標に掲げる「「武蔵村山市は安心して子どもを産み育てられるまちだと思う」人の割合」につい

ては、アンケートを実施していないため、進捗状況の数値を判断できない。 

なお、平成３０年度に実施したアンケート結果を活用し、子ども・子育てに関する総合的な計画で

ある令和元年度に第二期子ども・子育て支援事業計画を策定した。 

 

※重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況 
 ◎：目標値達成          
 ○：平成２６年度現況値を上回っている 
 △：現況値から横ばい 
 ×：現況値を下回っている 
 ―：数値が判明していない 



 

 

外部有識者（まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会）からの意見 

・市民、事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進について、第四次男女共同参画計画において

も重点事業として記載があるため、順調に実施していただきたい。 

・地域住民の生活上のニーズ・要望を把握する必要性があるため、アンケートの実施、ご意見箱のよう

にいつでも意見を出せる仕組みの構築、定期的な現地ヒアリングの実施などが行われると望ましい。 

・ＰＲ動画を流すだけでは、「実施している」状態に止まってしまい、市民に届かない。各部署で連

携し、広報の在り方について再検討する必要性がある。 

 

補足資料 

出生者数・死亡者数 経年データ 



出生者数・死亡者数の状況（武蔵村山市）

出生者数 死亡者数 差引 人口
65歳以上
の人口

高齢化率

平成11年 612 450 162 66,235 7,801 11.8%
12年 630 456 174 65,911 8,189 12.4%
13年 637 433 204 65,871 8,645 13.1%
14年 620 429 191 65,933 9,104 13.8%
15年 566 476 90 65,938 9,730 14.8%
16年 594 443 151 65,845 10,189 15.5%
17年 574 457 117 66,226 10,698 16.2%
18年 606 512 94 67,363 11,433 17.0%
19年 641 494 147 67,886 12,094 17.8%
20年 666 455 211 68,602 12,794 18.6%
21年 652 498 154 69,491 13,538 19.5%
22年 593 557 36 70,075 14,168 20.2%
23年 592 550 42 70,469 14,515 20.6%
24年 563 564 ▲ 1 70,770 14,993 21.2%
25年 554 580 ▲ 26 72,101 15,746 21.8%
26年 523 599 ▲ 76 72,169 16,487 22.8%
27年 549 621 ▲ 72 72,092 17,226 23.9%
28年 497 655 ▲ 158 72,243 17,784 24.6%
29年 494 721 ▲ 227 72,238 18,288 25.3%
30年 551 707 ▲ 156 72,489 18,589 25.6%
令和元年 495 717 ▲ 222 72,546 18,833 26.0%

※人口及び65歳以上の人口については、各年1月1日時点
※出生数及び死亡者数については、各年1月1日から12月31日までの合計

（住民基本台帳）
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【基本目標３ 時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する】 

 

 

項目 進捗状況 

居住年数２０年以上の人の割合 

(平成 30年度：57.8%) 

― 

（×） 

２０歳代の転出者割合 × 

 

 

具体的施策（４施策１８事業）の進捗状況（令和元年度末） 

具体的施策 事業の状況（指標数） 

項目 進捗状況 ◎ ○ △ × ― 

生活利便性の高いまちづく

り 
―(×) ０ ２ ０ １ ０ 

安心して暮らせるまちづく

り 

①◎(◎) 

②◎(○) 
５ ０ １ １ ０ 

健康でいきいきと暮らせる

まちづくり 

①―(―) 

②×(×) 

③―(―) 

０ ２ ０ ２ ２ 

住み続けられるまちづくり ◎(◎) ２ ０ ０ ０ ０ 

合計 ― ７ ４ １ ４ ２ 

前年度合計 ― ５ ７ ３ ２ １ 

 

基本目標３の総括 

・「住み続けたい」と思えるまちづくりという視点から施策を設定している。 

 特に２０歳代の転出数が多いことから、若い世代に住み続けてもらえるような施策を検討していく必

要がある。 

・平成３０年度と比較すると、目標値を達成した事業が増加しているが、現況値を下回った事業も増加

している。 

・生活利便性の高いまちづくりについては、平成３０年度は全ての事業において、現況値を上回る数値

であったが、現況値を下回る事業があった。 

・安心して暮らせるまちづくりについては、平成３０度と比較すると、目標値を達成した事業が増加し

た。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が実施できず、進捗状況が「◎」から「×」へ

変更になった事業がある。 

・住み続けられるまちづくりについては、平成３０年度に引き続き、全ての事業で目標値を達成してい

る。 

 

※重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況 
 ◎：目標値達成          
 ○：平成２６年度現況値を上回っている 
 △：現況値から横ばい 
 ×：現況値を下回っている 
 ―：数値が判明していない 



 

 

 

外部有識者（まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会）からの意見 

・中原地域では、市役所や総合センターへ向かうバスがない。他の目的地へ向かうバスのルートにはな

っているため、乗合タクシーが利用できないが、市の施設へ行くことができないから不便である。そ

ういった地域も乗車できるようにすれば、利用者は増えると思う。 

・２０歳代の転出者割合について、若者の力はまちづくりにとって大切であるため、若者の意見を吸い

上げる仕組みがあった方が良い。小平市が長期総合計画のパブリックコメントをＬＩＮＥでも実施し

ている。若者の意見が相当集まったと聞いているため、取り入れてみてもよいと思う。 

・地域住民の生活上のニーズ・要望を把握する必要性があるため、アンケートの実施、ご意見箱のよう

にいつでも意見を出せる仕組みの構築、定期的な現地ヒアリングの実施などが行われると望ましい。 

・ＰＲ動画を流すだけでは、「実施している」状態に止まってしまい、市民に届かない。各部署で連

携し、広報の在り方について再検討する必要性がある。 

 

補足資料 

転入者数・転出者数 経年データ 



転入者数・転出者数の状況（武蔵村山市）

【全体】

転入者数 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

年齢区分 総数 転入（男） 転入（女） 総数 転入（男） 転入（女） 総数 転入（男） 転入（女） 総数 転入（男） 転入（女） 総数 転入（男） 転入（女） 総数 転入（男） 転入（女） 総数 転入（男） 転入（女） 転入者数 2,867 2,740 2,805 2,910 3,159 2,736 2,636

0～9歳 357 197 160 370 207 163 363 193 170 409 198 211 464 239 225 327 182 145 338 171 167 転出者数 2,741 2,719 2,850 2,819 2,841 2,576 2,684

10～19歳 164 83 81 186 87 99 167 97 70 187 95 92 174 87 87 180 82 98 186 97 89 転入-転出 126 21 ▲ 45 91 318 160 ▲ 48

20～29歳 796 427 369 758 387 371 819 412 407 823 417 406 898 429 469 752 384 368 793 399 394

30～39歳 666 367 299 619 339 280 653 362 291 611 324 287 714 390 324 598 329 269 544 301 243

40～49歳 360 205 155 345 202 143 321 187 134 399 243 156 397 246 151 364 208 156 343 209 134 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

50～59歳 148 86 62 163 92 71 165 100 65 143 78 65 199 112 87 192 111 81 180 104 76 転入者数 357 370 363 409 464 327 338

60歳以上 376 163 213 299 133 166 317 133 184 338 151 187 313 150 163 323 161 162 252 105 147 転出者数 304 302 318 319 331 226 235

合計 2,867 1,528 1,339 2,740 1,447 1,293 2,805 1,484 1,321 2,910 1,506 1,404 3,159 1,653 1,506 2,736 1,457 1,279 2,636 1,386 1,250 転入-転出 53 68 45 90 133 101 103

【10代】

転出者数 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

年齢区分 総数 転出（男） 転出（女） 総数 転出（男） 転出（女） 総数 転出（男） 転出（女） 総数 転出（男） 転出（女） 総数 転出（男） 転出（女） 総数 転出（男） 転出（女） 総数 転出（男） 転出（女） 転入者数 164 186 167 187 174 180 186

0～9歳 304 153 151 302 154 148 318 161 157 319 163 156 331 171 160 226 107 119 235 137 98 転出者数 166 152 183 155 170 175 173

10～19歳 166 96 70 152 86 66 183 91 92 155 87 68 170 91 79 175 88 87 173 71 102 転入-転出 ▲ 2 34 ▲ 16 32 4 5 13

20～29歳 809 410 399 845 423 422 919 460 459 948 477 471 947 474 473 902 467 435 960 483 477

30～39歳 726 425 301 635 357 278 605 345 260 620 338 282 595 325 270 539 289 250 539 292 247 【20代】

40～49歳 325 203 122 361 208 153 405 245 160 366 213 153 372 236 136 340 210 130 331 189 142 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

50～59歳 143 83 60 147 88 59 177 112 65 164 94 70 170 99 71 168 100 68 168 106 62 転入者数 796 758 819 823 898 752 793

60歳以上 268 112 156 277 118 159 243 106 137 247 116 131 256 128 128 226 99 127 278 122 156 転出者数 809 845 919 948 947 902 960

合計 2,741 1,482 1,259 2,719 1,434 1,285 2,850 1,520 1,330 2,819 1,488 1,331 2,841 1,524 1,317 2,576 1,360 1,216 2,684 1,400 1,284 転入-転出 ▲ 13 ▲ 87 ▲ 100 ▲ 125 ▲ 49 ▲ 150 ▲ 167

【30代】

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

転入者数 666 619 653 611 714 598 544

転出者数 726 635 605 620 595 539 539

転入-転出 ▲ 60 ▲ 16 48 ▲ 9 119 59 5

【40代】

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

転入者数 360 345 321 399 397 364 343

転出者数 325 361 405 366 372 340 331

転入-転出 35 ▲ 16 ▲ 84 33 25 24 12

【50代】

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

転入者数 148 163 165 143 199 192 180

転出者数 143 147 177 164 170 168 168

転入-転出 5 16 ▲ 12 ▲ 21 29 24 12

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

転入者数 376 299 317 338 313 323 252

転出者数 268 277 243 247 256 226 278

転入-転出 108 22 74 91 57 97 ▲ 26

※　各年度の数値は、１月１日～１２月３１日までの合計

【10歳未満】

【60代以上】

元年度

元年度
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２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年

３０年度

３０年

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

２０代転入出者数

転入者数

転出者数

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度

転入者数(総数)

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度

転出者数(総数)

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上



武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　進捗状況一覧（令和元年度末） 資料２

基本目標１：まちの魅力を向上させ、新たな人の流れをつくる

　基本目標の基本的な考え方：市内の観光資源等の魅力を最大限に活用したり、新たな企業の誘致を行ったりすることで、市外からの交流人口の増加を図る。

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

Ｐ43
市外からの平日及び休
日の滞在人口

平日：16,274人
休日：17,383人

平日：16,261人
休日：17,284人

平日：16,006人
休日：17,321人

平日：16,202人
休日：17,188人

平日：16,658人
休日：16,951人

平日：15,212人
休日：16,445人

平日：17,088人
休日：18,252人
（5年間で5%増）

× 企画政策課

　令和元年度は、市外からの
来訪者の増加に向けて、市の
魅力体験コースを２コース設
定するとともに、村山温泉
「かたくりの湯」における自
主事業などを実施した。

　単発の来訪で終わらず、継
続的・定期的な来訪につなが
る施策が必要である。
　特に休日の滞在人口が減少
傾向にあるため、継続的に増
加させる取組の実施が求めら
れている。

　令和２年度を始期とする第
二期まち・ひと・しごと創生
総合戦略に基づき、広報戦略
に基づいた市の魅力の発信、
観光施策の推進、多摩都市モ
ノレールの市内延伸に向けた
促進活動や魅力あるまちづく
りなどに取組み、地域の活性
化と魅力の発信に努める。

・RESASのデータ入替え
により、H26年
（H29.3.31決定)及びH30
（R1.10.31決定)の数値
を変更

Ｐ44
広報戦略（シティプロ
モーション戦略）の策
定

― ― 検討 策定
－

(策定済)
－

(策定済)
策定 ◎ 秘書広報課

　広報戦略に沿って事業を
行った。

　広報戦略を策定したため、
目標は達成しているが、より
効果的な広報を推進していく
ことが求められる。

　引き続き広報戦略に基づい
た取組を推進するとともに、
広報戦略に記載のある取組に
ついて、各課に周知を図り、
より効果的な広報を目指す。

広報戦略（シティプロモーション
戦略）の策定

Ｐ44
広報戦略（シティプロ
モーション戦略）の策
定

― ― 検討 検討
－

(策定済)
－

(策定済)
策定 ◎ 秘書広報課

　広報戦略に沿って事業を
行った。

　広報戦略を策定したため、
目標は達成しているが、より
効果的な広報を推進していく
ことが求められる。

　引き続き広報戦略に基づい
た取組を推進するとともに、
広報戦略に記載のある取組に
ついて、各課に周知を図り、
より効果的な広報を目指す。

武蔵村山の魅力教え隊の活用 Ｐ44
武蔵村山の魅力教え隊
隊員数

― 78人 304人 407人 531人 555人 500人 ◎ 秘書広報課
　ホームページ等で隊員募集
を掲載している。

　隊員数の目標は達成した
が、市以外の情報発信数が前
年度と比較し、減少してい
る。

 より効果的な情報発信の在
り方について検討していく。

市公式フェイスブック
「いいね！」件数

417件 589件 661件 769件 817件 885件 800件 ◎

市公式ツイッター
「フォロワー」数

952件
1,383件

（H28.5.4）
1,742件

（H29.4.7）
2,152件

（H30.3.31）
2,454件

（H31.3.31）
3,170件

（R2.3.31）
1,800件 ◎

Ｐ45
制度を利用した創業者
数

― 0人/年 20人/年 16人/年 2人/年 1人/年 21人/年 ○ 産業観光課

　個別相談（２４回）、むら
やま創業塾「ゆめ」（全５
回）、むらやま創業セミナー
「みらい」（全４回）及び創
業希望者等の交流を目的とし
た創業交流会を開催した。

　市内の創業希望者や創業に
興味のある方の更なる発掘方
法の検討。

　各種支援事業の内容につい
ては、過去の参加者数やアン
ケート等を参考に、より参加
者が求めている内容となるよ
う改善に努めていく。

創業支援の推進 Ｐ45
制度を利用した創業者
数

― 0人/年 20人/年 16人/年 2人/年 1人/年 21人/年 ○ 産業観光課

　個別相談（２４回）、むら
やま創業塾「ゆめ」（全５
回）、むらやま創業セミナー
「みらい」（全４回）及び創
業希望者等の交流を目的とし
た創業交流会を開催した。

　市内の創業希望者や創業に
興味のある方の更なる発掘方
法の検討。

　各種支援事業の内容につい
ては、過去の参加者数やアン
ケート等を参考に、より参加
者が求めている内容となるよ
う改善に努めていく。

ウィメンズチャレンジプロジェクト Ｐ45 セミナー参加者数 ― 80人/年 209人/年 740人/年 705人/年 226人/年 120人/年 ◎ 協働推進課

　創業・起業支援として創業
塾や創業セミナー、プチ起業
フェスタ等を開催、再就職支
援として相談会や就職準備講
座等を開催してきた。

　今後も参加者を維持するた
めには、実際に創業・起業、
再就職等につながる有益な事
業を検討していく必要があ
る。

　引き続きプチ起業フェス
タ、起業支援、相談会や講座
等による再就職支援を行って
いく。

地方創生先行型事業

空き店舗活性化事業への支援 Ｐ45
空き店舗を活用した事
業数

1事業 1事業 0事業 0事業 0事業 0事業 2事業 × 産業観光課

　各商店会に都補助事業の案
内及び商店会の現況聴収など
を行った。
　市内の空き店舗を活用した
創業を促すため、（公財）東
京都宅地建物取引業協会立川
支部から、市内空き店舗の情
報をいただくよう調整した。

　都補助事業については、期
限付きであることから、利用
する商店会はない。

　市独自の支援（補助金等）
を検討していく必要がある。

ＫＰＩ
令和元年度までの取組進捗状況

１　戦略的な情報発信

事業課 備考
左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

目標値達成への課題総合戦略
掲載ページ事業名称具体的施策

基本目標１

ＳＮＳ等による広報手段の充実

　投稿文の文章の文頭に見出
しを付ける等、一目で趣旨が
分かるツイッター、フェイス
ブックの投稿を行う。
　また全課が積極的にSNSを
用いて広報をすることを促
す。

「いいね！」件数、「フォロ
ワー」数ともに目標値を達成
したが、投稿数は微減であ
る。

Ｐ44
　令和元年度はフェイスブッ
クの投稿を218件、ツイッ
ターの投稿を579件行った。

秘書広報課

２　創業を希望している市民への支援

※重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況
◎：目標値達成 ○：H26年度現況値を上回っている
△：現況値から横ばい ×：現況値を下回っている
―：数値が判明していない
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　進捗状況一覧（令和元年度末）
基本目標１

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

ＫＰＩ
令和元年度までの取組進捗状況 事業課 備考

左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

目標値達成への課題総合戦略
掲載ページ事業名称具体的施策

企業誘致制度に基づく
事業所の新規指定

― 0事業所 0事業所 1事業所 １事業所 0事業所 2事業所 △ 産業観光課

　事業所と取引関係がある金
融機関、不動産業者への広報
を行った。また、関係各課へ
制度の周知を行い、該当とな
りそうな事業所の情報提供を
依頼した。

　移転希望のある市外事業所
への広報の方法。

　金融機関や不動産業者等と
の連携強化を図っていく。

ウィメンズチャレンジ
プロジェクトセミナー
参加者数

― 80人/年 209人/年 740人/年 705人/年 226人/年 120人/年 ◎ 協働推進課

　創業・起業支援として創業
塾や創業セミナー、プチ起業
フェスタ等を開催、再就職支
援として相談会や就職準備講
座等を開催してきた。

　今後も参加者を維持するた
めには、実際に創業・起業、
再就職等につながる有益な事
業を検討していく必要があ
る。

　引き続きプチ起業フェス
タ、起業支援、相談会や講座
等による再就職支援を行って
いく。

地方創生先行型事業

（仮称）産業振興ビジョンの策定
の検討

Ｐ47
（仮称）産業振興ビ
ジョンの策定

― 検討 検討 検討 検討 検討終了 検討終了 ◎ 産業観光課

　近隣自治体の産業振興計画
策定状況等の情報収集、計画
作成委託の見積徴収を行っ
た。

　他自治体の計画策定方法等
に関する情報収集を行ってい
るので、費用対効果等を考慮
した策定方法の検討。

　令和2年度から令和3年度に
かけて産業振興ビジョンの策
定を行う。

企業誘致制度の拡充（新青梅街道
沿道）

Ｐ47
企業誘致制度の対象拡
大

― 検討 検討 検討 検討 検討 検討終了 △ 産業観光課

　新青梅街道沿線地区まちづ
くり計画の推進状況等を都市
計画課から情報共有を図って
いる。

　新青梅街道沿線の建物等の
土地取得割合（借地かどう
か）の調査。

　引き続き、新青梅街道沿道
地区まちづくり計画の推進状
況を勘案しながら、検討を進
める。

企業誘致制度の周知（雇用促進奨
励金）

Ｐ47
企業誘致による新規就
労者

2人 0人 0人 0人 0人 0人 10人 × 産業観光課

　企業誘致による新規就労者
を増加させるためには、新規
指定企業を増やす必要がある
ことから、事業所と取引関係
がある金融機関、不動産業者
への企業誘致制度の広報を
行った。また、関係各課へ制
度の周知を行い、該当となり
そうな事業所の情報提供を依
頼した。

　企業誘致制度の指定後、1
年間の新規就労者数は、把握
しているが、2年目以降は把
握していない。

　企業誘致制度指定企業に対
し、市民の雇用促進依頼を
行っていく。
　また、指定後から現在まで
の新規就労者数の調査を行う
かどうか検討する。

工業地域における道路整備の推進 Ｐ47 事業の推進 ―
―

未着手
―

未着手
―

未着手
―

未着手
―

未着手
検討開始 △

都市計画課
道路下水道課

　未着手
　検討に先立ち、「（仮称）
産業振興ビジョン」の策定が
必要である。

　「（仮称）産業振興ビジョ
ン」策定を受けて検討を開始
する予定。

地域ブランド認証事業の実施 Ｐ47 ブランド認証商品数 10品目 11品目 10品目 10品目 11品目 10品目 15品目 △ 産業観光課

　平成27年度に1品目認証
し、11品目となったが、平成
28年度に1品目の認証更新を
出来なかったことから、認証
数は増えていない。
　平成29年度に認証ブランド
シール（小）を新規作成し
た。
　平成30年度に新たに1品目
認証したため、11品目となっ
たが、令和元年度に1品目減
り、10品目となった。

　認証ブランドになったこと
によるメリットが少ないた
め、認証されたことによる優
位性等を明確にする必要があ
る。

　認証ブランドシールを新規
作成したことに合わせ、制度
のＰＲを強化していく。
　認証店同士のコラボレー
ション商品等について、推奨
していきたい。

村山大島紬の振興 Ｐ47
体験イベントへの参加
者数

90人 100人 196人 206人 251人 268人 140人 ◎ 産業観光課

　毎年、夏休み期間中の8月
末の日曜日及び月曜日（概ね
第3）に、村山大島紬機織り
体験及び小物類の販売を行う
「むらやま魅力発見！（年
度）夏」を開催した。

　夏休みの宿題として活用で
きることから、子ども達から
の人気は高いものの、リピー
ターが多いため、新規の参加
者の確保には、一定の課題が
ある。

　ある程度、この体験事業の
認知度が上がってきているこ
とから、新たなＰＲ事業を織
物協同組合と検討していく。

ウィメンズチャレンジプロジェク
ト【再掲】

Ｐ47 セミナー参加者数 ― 80人/年 209人/年 740人/年 705人/年 226人/年 120人/年 ◎ 協働推進課

　創業・起業支援として創業
塾や創業セミナー、プチ起業
フェスタ等を開催、再就職支
援として相談会や就職準備講
座等を開催してきた。

　今後も参加者を維持するた
めには、実際に創業・起業、
再就職等につながる有益な事
業を検討していく必要があ
る。

　引き続きプチ起業フェス
タ、起業支援、相談会や講座
等による再就職支援を行って
いく。

地方創生先行型事業

３　産業の振興と雇用の促進 Ｐ46,47
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　進捗状況一覧（令和元年度末）
基本目標１

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

ＫＰＩ
令和元年度までの取組進捗状況 事業課 備考

左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

目標値達成への課題総合戦略
掲載ページ事業名称具体的施策

Ｐ48 認定農業者数 18人 35人 36人 39人 39人 41人 30人 ◎ 産業観光課

　市報、ホームページ等で認
定農業者の申請について周知
するとともに、個別相談によ
る農業経営改善計画のための
支援を行った。

　農業者の高齢化が進んでい
るため、農業経営を改善する
意欲のある農業者が減ってき
ている。

　比較的意欲のある若年層を
中心に認定農業者制度の周知
を行い、認定農業者の人数を
増やし得ていく。

観光農園等のPRの実施 Ｐ48 観光農園数 8か所 8か所 8か所 9か所 10か所 10か所 8か所 ◎ 産業観光課
　直売所マップや観光マップ
等で観光農園ＰＲを実施し
た。

　目標は既に達成している
が、更なる周知を図るために
は、市内観光施設と連携した
観光ルートの設定が必要であ
る。

　今後も直売所マップの配布
や市ホームページ等でＰＲを
図っていく

体験型市民農園の開設 Ｐ48 体験型市民農園数 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 3か所 △ 産業観光課
　体験型市民農園として利用
できそうな生産緑地の抽出を
行った。

　体験型市民農園は、農業者
が指導しながら農業体験をし
ていただくので、農業者の負
担が大きく、農業者の理解を
得ることが難しい。

　抽出した生産緑地からいく
つかの候補地を選定し、農業
委員とともに所有者に農園の
開設について理解を求める。

援農ボランティア制度の実施 Ｐ48
援農ボランティアの登
録者数

10人 13人 13人 12人 13人 14人 25人 ○ 産業観光課
　市報等で援農ボランティア
の募集を行った。

　ボランティアの登録者数と
受け入れる農家のバランスが
取れていないため、せっかく
登録をしてもすぐにボラン
ティアの紹介ができない。

　今後、農業者にアンケート
調査を行い、ボランティアが
必要な農家の把握とボラン
ティア受け入れの登録を促し
ていく。

４　時代のニーズに対応する農業の創造
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　進捗状況一覧（令和元年度末）
基本目標１

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

ＫＰＩ
令和元年度までの取組進捗状況 事業課 備考

左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

目標値達成への課題総合戦略
掲載ページ事業名称具体的施策

市外からの平日及び休
日の滞在人口5年間で
5%増

平日：16,274人
休日：17,383人

平日：16,261人
休日：17,284人

平日：16,006人
休日：17,321人

平日：16,202人
休日：17,188人

平日：16,658人
休日：16,951人

平日：15,212人
休日：16,445人

平日：17,088人
休日：18,252人
（5年間で5%増）

× 企画政策課

　令和元年度は、市外からの
来訪者の増加に向けて、市の
魅力体験コースを２コース設
定するとともに、村山温泉
「かたくりの湯」における自
主事業などを実施した。

　単発の来訪で終わらず、継
続的・定期的な来訪につなが
る施策が必要である。
　特に休日の滞在人口が減少
傾向にあるため、継続的に増
加させる取組の実施が求めら
れている。

　令和２年度を始期とする第
二期まち・ひと・しごと創生
総合戦略に基づき、広報戦略
に基づいた市の魅力の発信、
観光施策の推進、多摩都市モ
ノレールの市内延伸に向けた
促進活動や魅力あるまちづく
りなどに取組み、地域の活性
化と魅力の発信に努める。

・RESASのデータ入替え
により、H26年
（H29.3.31決定)及びH30
（R1.10.31決定)の数値
を変更

広域的観光ルートの設
定

― ― ― ― ― 2ルート 2ルート ◎ 産業観光課
　武蔵村山の魅力体験コース
を東コース、西コースの２
コースを設定した。

　特になし
　今後、関係機関と協力し市
内外に周知を図る。

フィルム・コミッショ
ンの検討

研究 研究 研究 研究 研究 研究 検討終了 △ 産業観光課

　ひまわりガーデン武蔵村山
等の撮影に係る情報提供及び
調整を行うとともに、SNS等
を活用し、新たに市の魅力を
動画にて発信した。

　令和２年度に観光まちづく
り協会を設立し、当該協会の
収益事業として実施する。

　観光まちづくり協会の収益
事業（ロケーションサービ
ス）として実施予定。

市民参加による歴史散
策コースの設定

― 0コース 0コース 0コース 0コース 2コース 3コース ○ 文化振興課

　文化財保護審議会におい
て、これまで6回にわたり、
新たな歴史散策コースの設定
について審議し、令和元年度
に市南西コース、南東コース
の２コースを設定した。

　範囲が広域にわたり、コー
スの設定が困難であるため、
新たなコース設定には、検討
方法に工夫が必要である。

　今後、歴史散策コースの
テーマ別の分類方法等を検討
する。

観光ルートの設定 検討 ― ― ― ― 2ルート 2ルート ◎

村山温泉「かたくりの
湯」の入場者数

180,197人/年 191,594人/年 190,608人/年 6,208人/年 158,958人/年 155,744人/人 200,000人/年 ×

広域的観光ルートの設定 Ｐ50 広域的観光ルート ― ― ― ― ― 2ルート 2ルート ◎ 産業観光課
　狭山丘陵観光連携事業とし
て周辺自治体等と検討を進め
作成した。

　特になし
　今後、関係機関と協力し市
内外に周知を図る。

観光PR映像の制作 Ｐ50
村山温泉「かたくりの
湯」の入場者数

180,197人/年 191,594人/年 190,608人/年 6,208人/年 158,958人/年 155,744人/年 200,000人/年 × 産業観光課

　温泉施設の安定的な運営を
図るため、多目的ホールを使
用して自主事業を実施した。
また、温泉施設に対する要
望・苦情等に対して可能な限
り速やかに改善を図った。

　温泉施設の利用者数が増加
してきたが、新型コロナウイ
ルス感染症の流行により閉館
等をしたため、目標人数を達
成出来なかった。

　温泉施設の利用者の増加を
図るため、自主事業等の充
実、食事メニューの研究等を
行う。

地方創生先行型事業

武蔵村山の魅力教え隊の活用【再
掲】

Ｐ50
武蔵村山の魅力教え隊
隊員数

― 78人 304人 407人 531人 555人 500人 ◎ 秘書広報課
　ホームページ等で隊員募集
を掲載している。

　特になし
　市報、ＳＮＳで隊員募集に
加え、各種イベントで募集を
行う。

フィルム・コミッションの研究・
検討

Ｐ50 事業の研究・検討 研究 研究 研究 研究 研究 研究 検討終了 △ 産業観光課

　ひまわりガーデン武蔵村山
等の撮影に係る情報提供及び
調整を行うとともに、SNS等
を活用し、新たに市の魅力を
動画にて発信した。

　令和２年度に観光まちづく
り協会を設立し、今後当該協
会の収益事業として実施す
る。

　観光まちづくり協会の収益
事業（ロケーションサービ
ス）として実施予定。

観光マップの作成 Ｐ50 観光マップの多言語化 ― ― ― ― ― ― 実施 △ 産業観光課
　多言語化を含めた観光マッ
プの仕様について検討した。

　ガイドブックの作成によ
り、訪日外国人が観光に訪れ
ることを目指すが、外国人に
対応できる者、案内板等の対
応が図れていない。

　気軽に出かけられる日帰り
型の観光地としての知名度や
観光資源、イベント等を広く
効果的に紹介するガイドブッ
クを作成し、観光PRの充実を
図る。

文化財の観光資源としての活用 Ｐ50
市民参加による歴史散
策コースの設定

― 0コース 0コース 0コース 0コース

0コース
（文化財保護審議会
と協議し、２コース

設定）

3コース △ 文化振興課

　文化財保護審議会におい
て、これまで6回にわたり、
新たな歴史散策コースの設定
について審議し、令和元年度
に市南西コース、南東コース
の２コースを設定した。

　範囲が広域にわたり、コー
スの設定が困難であるため、
新たなコース設定には、検討
方法に工夫が必要である。

　今後、歴史散策コースの
テーマ別の分類方法等を検討
する。

市民まつり（村山デエダラまつ
り）の開催

Ｐ51 来場者数 75,000人/年 72,000人/年 67,000人/年 8,000人/年 70,000人/年 70,000人/年 77,000人/年 △ 産業観光課

　市民と市の協働により、地
域の活性化と観光振興を目指
したまつりを開催し観光振興
に努めた。

　まつりを開催するにあた
り、協賛金等が年々減少して
いることから、現状の規模の
まつりを開催することが困難
になってきている。

　榎一丁目の市有地に会場を
変更する。また、協賛者への
返礼について検討する。

Ｐ50
村山温泉「かたくりの湯」周辺を
核とした交流エリアの形成

　狭山丘陵観光連携事業とし
て周辺自治体等とかたくりの
湯周辺のルートの検討を進め
作成した。

　温泉施設の利用者の増加を
図るため、自主事業等の充
実、食事メニューの研究等を
行う。

　温泉施設の利用者数が増加
してきたが、新型コロナウイ
ルス感染症の流行により閉館
等をしたため、目標人数を達
成出来なかった。

５　個性豊かな観光施策の推進

産業観光課

Ｐ49～
51
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　進捗状況一覧（令和元年度末）
基本目標１

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

ＫＰＩ
令和元年度までの取組進捗状況 事業課 備考

左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

目標値達成への課題総合戦略
掲載ページ事業名称具体的施策

観光納涼花火大会の開催支援 Ｐ51 観客動員数 65,000人/年 60,000人/年 29,000人/年 62,000人/年 70,000人/年 62,000人/年 68,000人/年 △ 産業観光課
　観光納涼花火大会の開催を
支援し、観光振興の活性化を
図った。

　野山北公園運動場を会場と
しているが、近年、観覧者が
増加しており、入場できない
場合がある。

打ち上げ場所、観覧場所の検
討

ひまわりガーデン武蔵村山の開園 Ｐ51 来場者数 8,188人/年 12,335人/年 20,385人/年 30,602人/年 22,265人/年 17,391人/年 32,000人/年 ○ 産業観光課

　市民ボランティア等による
ひまわりの種まきを行うこと
で、市民参加の機会の拡大及
び市内商店のクーポン券の配
布等、地域の活性化に努め
た。

　市民等の協力を得て開園期
間中のイベント等の充実を図
り、市内外からの来園者の増
加を図る必要がある。

　令和元年度に暫定管理用地
の一部を東京都へ返還し、面
積が減少したが、来園者の減
にならないような方策を検討
する必要がある。

事業継続予定及び来場者
数増加傾向のため、H31
年度目標値を変更
（H29.8.25決定）

ウォーキングイベントの開催支援 Ｐ51 参加者数 1,264人 350人 1,100人 386人 ― ― 1,500人 × 産業観光課

　平成29年度までは市内外の
回遊者の確保を行い、観光の
振興及び地域の活性化を図っ
た。また、Ｆｏｏｄグランプ
リとの同時開催を行った。

－
(平成29年度末事業廃止）

－
(平成29年度末事業廃止）

グリーンヘルパー制度の充実 Ｐ51
グリーンヘルパー1級
取得者数

1人 1人 1人 10人 10人 10人 4人 ◎ 環境課

 平成28年度にグリーンヘル
パ－１級育成講座を開催し、
９人が取得したことから、合
計１０人が継続維持してい
る。
　平成２９年度から毎年1回
「意見交換会」の開催を継続
している。

　特になし
　グリーンヘルパーとの意見
交換会、環境視察等を継続開
催する。
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　進捗状況一覧（令和元年度末）
基本目標１

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

ＫＰＩ
令和元年度までの取組進捗状況 事業課 備考

左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

目標値達成への課題総合戦略
掲載ページ事業名称具体的施策

Ｐ52
市内循環バス路線の1
便当たりの年平均輸送
人員

5人 5.51人 5.45人 5.40人 5.61人 5.36人 6人 ○
交通企画・モ
ノレール推進

課

　ＩＣカードによる運賃支払
において、バス特典利用サー
ビス（バス特）の導入を行っ
た。
　中学生以下を対象としたク
イズラリーを実施した。

　実施済の利用促進策につい
て更なる改善を図るととも
に、市報等での周知を継続し
ていく。一部ルートにおける
利用者数の低迷が課題となっ
ている。

　実施済の利用促進策につい
て更なる改善を図っていく。
また、路線の効率化に向けた
見直しのあり方の検討を進め
ていく。

多摩都市モノレール延伸の促進 Ｐ52 事業の推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 ○
交通企画・モ
ノレール推進

課

・要望活動（２市１町、多摩
地域都市モノレール等建設促
進協議会）
・多摩都市モノレール基金積
立及び募金活動
・調査委託
・ＰＲ推進事業（モノレール
関連物品作製・販売等）

　延伸の事業化に当たって
は、事業採算性の確保が重要
であり、モノレールの需要の
喚起に資するまちづくりのよ
り一層の推進が必要である。

　引き続き、市内の機運醸成
のための取組を行っていくと
ともに、モノレールの需要の
喚起に資するまちづくりのあ
り方を検討していく。

市内循環バス路線の検討 Ｐ52
1便当たりの年平均輸
送人員

5人 5.51人 5.45人 5.40人 5.61人 5.36人 6人 ○
交通企画・モ
ノレール推進

課

　ＩＣカードによる運賃支払
において、バス特典利用サー
ビス（バス特）の導入を行っ
た。
　中学生以下を対象としたク
イズラリーを実施した。

　実施済の利用促進策につい
て更なる改善を図るととも
に、市報等での周知を継続し
ていく。一部ルートにおける
利用者数の低迷が課題となっ
ている。

　実施済の利用促進策につい
て更なる改善を図っていく。
また、路線の効率化に向けた
見直しのあり方の検討を進め
ていく。

Ｐ53

都市核地区土地区画整
理事業施行地区内の新
青梅街道拡幅用地の確
保率

約23% 約46% 約55% 約84% 約90% 約96% 100% ○ 区画整理課

　都市核地区土地区画整理事
業施行地区内の新青梅街道拡
幅部の用地を確保するために
後背地の区画道路を築造し、
沿道建築物等の移転を推進し
た。

　計画する事業推進を図るた
め、権利者の理解を得ると共
に、事業費の確保に努める。

　保留地処分の公売を継続し
て実施し、事業費の確保に努
める。

新青梅街道拡幅用地の確保 Ｐ53

都市核地区土地区画整
理事業施行地区内の新
青梅街道拡幅用地の確
保率（延長ベース）

約23% 約46% 約55% 約84% 約90% 約96% 100% ○ 区画整理課

　都市核地区土地区画整理事
業施行地区内の新青梅街道拡
幅部の用地を確保するために
後背地の区画道路を築造し、
沿道建築物等の移転を推進し
た。

　計画する事業推進を図るた
め、権利者の理解を得ると共
に、事業費の確保に努める。

　保留地処分の公売を継続し
て実施し、事業費の確保に努
める。

新青梅街道沿道の用途地域等の変
更及び地区計画の策定

Ｐ53
新青梅街道沿道地区に
おける地区計画の累計
届出件数

―
―

地区計画
未策定

―
地区計画
未策定

0件 0件 0件 10件 △ 都市計画課

　平成29年度に新青梅街道沿
道第一地区の地区計画、令和
元年度に第四地区の地区計画
を策定した。

　拡幅整備事業の進捗に合わ
せて地区計画を策定するた
め、用地取得状況等によって
地区計画策定時期が不確定で
ある。

　令和３年度に、第二地区の
地区計画等を決定し、合わせ
て東京都に対し事業の早期進
展を要望する。

企業誘致制度の拡充（新青梅街道
沿道）【再掲】

Ｐ53
企業誘致制度の対象拡
大

― 検討 検討 検討 検討 検討 検討終了 △ 産業観光課

　新青梅街道沿線地区まちづ
くり計画の推進状況等を都市
計画課から情報共有を図って
いる。

　新青梅街道沿線の建物等の
土地取得割合（借地かどう
か）の調査。

　引き続き、新青梅街道沿道
地区まちづくり計画の推進状
況を勘案しながら、検討を進
める。

６　利便性の高い公共交通網の形成

７　にぎわいと活力のあるまちづくり
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　進捗状況一覧（令和元年度末） 　
　

基本目標２：若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

　基本目標の基本的な考え方：地域の実情に即し、結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備等の取組を推進することにより、安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会を目指す。

指標 平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和元年度
（目標値）

合計特殊出生率 1.38 1.42 1.38 1.34 1.55
―

(現在未公開)
1.60 ― ― ― ―

「武蔵村山市は安心し
て子どもを産み育てる
ことができるまちだと
思う」人の割合

64.6%
―

アンケート調査
未実施

―
アンケート調査

未実施

―
アンケート調査

未実施

72.1%
（※）

―
アンケート調査

未実施
70%以上 ―

子ども青少年
課

　第二期子ども・子育て事業
計画策定のためのアンケート
調査結果を踏まえ、第二期子
ども・子育て事業計画を策定
した。

　特になし

　第二期子ども・子育て事業
計画に掲げる基本目標４の子
育てを支援する安全・安心な
生活環境整備の事業を推進し
ていく。

※H30アンケート
調査に対しそう
思う（まあそう
思うを含む）と
回答した保護者
の割合の平均
値。
・就学前児童の
保護者72.8％
・小学生を持つ
保護者71.3％

Ｐ55
市が支援を行う婚活イ
ベントへの参加者数

12人 12人 0人 0人 0人 0人 90人 ×
子ども・子育

て支援課
関係各課

　平成27年度までは総合型地
域スポーツクラブにおいて、
婚活イベントを年２回行って
いた。

　どのようなイベントに対し
て、市がどのように支援でき
るか十分に検討する必要があ
る。

―
(平成27年度末事業廃止)

婚活イベントを行う団体等への支援 Ｐ55 イベントの開催回数 1回/年 1回/年 未実施 未実施 未実施 未実施 3回/年 ×
子ども・子育

て支援課
関係各課

　平成27年度までは総合型地
域スポーツクラブにおいて、
婚活イベントを年２回行って
いた。

　どのようなイベントに対し
て、市がどのように支援でき
るか十分に検討する必要があ
る。

―
(平成27年度末事業廃止)

Ｐ56
子育て情報サイトアク
セス数

― 4,109件/月 4,653件/月 4,963件/月 4,229件/月
―

（事業廃止）
5,000件/月 × 子ども・子育て支援課

　「子育て情報サイト」を廃
止し、スマートフォンで、妊
娠中から子供の健診記録、子
育てイベントの確認ができる
「子ども・子育て応援ナビ」
に切り替えた。多言語表記も
されることから、より市民の
利便性が高まった。

―
(平成30年度末事業廃止)

　妊娠期から子育て期の長期
間にわたり利用できるアプリ
であることを積極的に周知
し、市民に活用してもらう。

「子ども・子育
て応援ナビ」ア
クセス数は令和2
年3月30,857件/
月

子育て情報サイト運用事業 Ｐ56
子育て情報サイトアク
セス数

― 4,109件/月 4,653件/月 4,963件/月 4,229件/月
―

（事業廃止）
5,000件/月 × 子ども・子育て支援課

　「子育て情報サイト」を廃
止し、スマートフォンで、妊
娠中から子供の健診記録、子
育てイベントの確認ができる
「子ども・子育て応援ナビ」
に切り替えた。多言語表記も
されることから、より市民の
利便性が高まった。

―
(平成30年度末事業廃止)

　妊娠期から子育て期の長期
間にわたり利用できるアプリ
であることを積極的に周知
し、市民に活用してもらう。

地方創生先行型
事業

「子ども・子育
て応援ナビ」ア
クセス数は令和2
年3月30,857件/
月

Ｐ57

移動式赤ちゃんの駅の
市主催事業での利用件
数及び地域イベント等
への貸出件数

― 2件/年

4件/年
村山デエダラまつり

Food（風土）グランプ
リ

観光納涼花火大会
第三小学校運動会

3件/年
村山デエダラまつり

Food（風土）グランプ
リ

観光納涼花火大会

5件/年
村山デエダラまつり

市民会館事業
Food（風土）グランプ

リ
観光納涼花火大会

4件/年
村山デエダラまつり

市民会館事業
観光納涼花火大会
小中一貫校村山学園

5件/年 ○ 子ども子育て支援課
　市内の4つのイベントにお
いて、貸出事業を行った。

　イベントを実施する際に
は、移動式赤ちゃんの駅が利
用できることを関係各課周知
する必要がある。

　イベントを実施する際に
は、移動式赤ちゃんの駅が利
用できることを関係各課周知
する。

移動式赤ちゃんの駅貸出事業 Ｐ57
地域イベント等での活
用

― 2件/年
2件/年

観光納涼花火大会
第三小学校運動会

1件/年
観光納涼花火大会

1件/年
観光納涼花火大会

2件/年
観光納涼花火大会
小中一貫校村山学園

3件/年 ○ 子ども子育て支援課
　市内の2つのイベントにお
いて、貸出事業を行った。

　市報及びホームページでの
周知と、地域イベントでの貸
出が定着し目標は達成されて
いる。

　引き続き、市報、ホーム
ページ等で周知し、関係各課
との連携を強化する。

地方創生先行型
事業

Ｐ58

「武蔵村山市は安心し
て子どもを産み育てる
ことができるまちだと
思う」就学前児童の保
護者の割合

64.0%
―

アンケート調査
未実施

―
アンケート調査

未実施

―
アンケート調査

未実施
72.8%

―
アンケート調査

未実施
70%以上 ― 子ども青少年課

　第二期子ども・子育て事業
計画策定のためのアンケート
調査結果を踏まえ、第二期子
ども・子育て事業計画を策定
した。

　特になし。

　第二期子ども・子育て事業
計画に掲げる基本目標４の子
育てを支援する安全・安心な
生活環境整備の事業を推進し
ていく。

児童館の子育て支援拠点化の推進 Ｐ58 実施児童館数 ― 6か所 6か所 6か所 6か所 6か所 6か所 ◎ 子ども青少年課

　29年度は「児童館親子ひろ
ば事業委託」として開催30
回・利用者数995人、30年度
は開催20回・利用者数1,176
人、元年度は委託先を増し開
催45回・利用者数1,355人、
とし児童福祉の向上を図っ
た。

　利用者ニーズに合わせた、
事業内容及び事業拡充に伴う
予算確保。

　利用者ニーズに合わせた、
事業内容及び事業拡充に伴う
予算確保。

絵本の読み聞かせ実施
回数及び参加者数（わ
くわくタイム）

―
40回/年
801人/年

40回/年
777人/年

46回/年
639人/年

46回/年
1037人/年

48回/年
476人/年

20回/年
400人/年

◎ 子ども青少年課
　元年度は「児童館親子ひろ
ば事業」としてスタートし児
童福祉の向上を図った。

　利用者ニーズに合わせた、
事業内容及び事業拡充に伴う
予算確保。

　利用者ニーズに合わせた、
事業内容及び事業拡充に伴う
予算確保。

地方創生先行型
事業

絵本の読み聞かせ実施
回数及び参加者数（お
はなしの会）

108回/年
954人/年

110回/年
870人/年

109回/年
909人/年

104回/年
961人/年

114回/年
1,014人/年

108回/年
928人/年

144回/年
1,080人/年

○ 図書館
　7月及び8月期の夏季休暇に
合せて開催回数を増やした。

　今後も市報及びホームペー
ジ等で開始を周知する。

　令和2年6月に図書館のホー
ムページをリニューアルし、
スマートフォンでも見やすく
し、ＰＲを工夫したい。

新型コロナウイ
ルス感染拡大防
止のため、令和2
年3月の開催を8
回分中止した。

具体的施策

⑵子どもとの快適な外出

備考目標値達成への課題令和元年度までの取組
左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

事業課
ＫＰＩ

進捗状況事業名称
総合戦略

掲載ページ

Ｐ54基本目標２

１　婚活への支援

２　子どもとお出かけしやすいまちづく
り
⑴子育て情報の提供

⑶親と子の居場所づくり

絵本の読み聞かせ事業 Ｐ58

※重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況
◎：目標値達成 ○：H26年度現況値を上回っている
△：現況値から横ばい ×：現況値を下回っている
―：数値が判明していない

7



武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　進捗状況一覧（令和元年度末） 　
　

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

具体的施策 備考目標値達成への課題令和元年度までの取組
左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

事業課
ＫＰＩ

進捗状況事業名称 総合戦略
掲載ページ

Ｐ59
認可保育所の入所待機
児童数

30人
平成26年4月1日の
待機児童数（旧定

義）

22人
平成27年4月1日の
待機児童数（旧定

義）

11人
平成28年4月1日の
待機児童数（旧定

義）

27人
平成29年4月1日の待機

児童数（旧定義）

57人
平成30年4月1日の待機

児童数（旧定義）

44人
平成31年4月1日の待機

児童数（旧定義）
0人 × 子ども青少年課

　保育所に対して弾力的運用
による受け入れ態勢の確保及
び保育士の処遇改善や宿舎借
上補助を行い、保育士の確保
に努めた。

　人口の動向を踏まえ、保育
の量の見込み及び確保方策等
を検討する必要がある。

　令和元年度に策定した第二
期子ども・子育て支援事業計
画における教育・保育の量の
見込みを踏まえ、子どもの受
け入れ体制を確保する。

保育コンシェルジュ事業の実施 Ｐ59 実施箇所数 ― 0か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 ◎ 子ども青少年課

　平成28年４月から事業を実
施しており、保育サービスに
係る情報の収集・提供、相談
対応、利用の援助・支援に努
めた。

　特になし
　令和２年度以降も継続して
実施する。

延長保育の充実 Ｐ59
延長保育の実施保育所
数

10か所 10か所 11か所 11か所 11か所 11か所 13か所 ○ 子ども青少年課
　平成28年４月から１園、開
所時間を1時間拡大し、延長
保育を実施している。

　未実施の保育所について
は、園の方針等のため実施が
困難になっている。

　実際のニーズを確認し、実
施設数について検討を行う。

休日保育の充実 Ｐ59
休日保育の実施保育所
数（日曜日・祝日の保
育）

― 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所 1か所 △ 子ども青少年課
　実施可能な保育所と協議を
行い、実施に向けての調整を
行った。

　各保育所において、休日保
育を実施するための保育士の
確保が課題となっている。

　令和２年度から休日保育実
施保育所が１か所となり、引
き続き、実施していく。

病児・病後児保育事業の実施 Ｐ59
設置数及び延べ利用者
数

1か所
30件/年

（病後児のみ）

1か所
30件/年

（病後児のみ）

1か所
44件/年

（病児・病後児）

1か所
234件/年

（病児・病後児）

1か所
290件/年

（病児・病後児）

1か所
396件/年

（病児・病後児）

1か所
50件/年

(病児・病後児)
◎ 子ども子育て支援課

　病児保育の対象児童を拡大
したことにより、利用者が前
年度より大幅に増加した。

　目標値を達成しているため
現状維持。

　引き続き、病児保育の周知
に努める。

Ｐ60
（仮称）子育て世代包
括支援センターの整備

― 推進 設置準備 1か所 1か所 1ヵ所 1か所 ◎ 子ども子育て支援課 　設置済
　子育て世代包括支援セン
ターを市民に広く周知する。

　各種健診やデエダラまつり
等の機会を利用し、チラシ配
布等を行い市民に広く周知す
る。

（仮称）子育て世代包括支援セン
ターの整備

Ｐ60 施設の整備 ― 推進 設置準備 1か所 1か所 1ヵ所 1か所 ◎ 子ども子育て支援課 　設置済
　子育て世代包括支援セン
ターを市民に広く周知する。

　各種健診やデエダラまつり
等の機会を利用し、チラシ配
布等を行い市民に広く周知す
る。

乳幼児に対する3日分
の備蓄率（使い捨て哺
乳瓶、子ども用迷子
札、粉ミルク等）

―
　生活用品100%
乳児用食品88.2%
幼児用食品25.0%

100% 100% 100% 100% 100% ◎
子ども青少年課

防災安全課

 平成27年度に市内各児童館
へ備蓄庫を設置し、使い捨て
哺乳瓶、子ども用迷子札など
を配備した。平成28年度の追
加備蓄により、乳幼児向けの
備蓄率を100%とした。

 食品類の保存年限が令和2年
度であるため、物資の入替え
が必要である。

 保存年限に合わせ定期的に
物資の更新を行う。

放課後子ども教室実施
校数

6校 7校 7校 7校 7校 7校 9校 ○ 文化振興課

　平成27年度に1校を新規開
設した。その後も引き続き、
残り2校の開設の検討を継続
している。

　未開設校については、空き
教室等の場所確保が困難であ
る。また、現状の開設校数で
も児童を見守るサポーター数
が不足気味であり、新規開設
の課題の一つとなっている。

　令和4年度の開設を目指
し、調整を図っていく。

子ども・乳幼児のための防災用品備
蓄事業

Ｐ61

子ども・乳幼児が避難
した避難所等に物資を
補給する連携訓練の実
施

― 1回 0回 1回/年 1回 1回 1回/年 ◎ 子ども青少年課
　各児童館における防災訓練
で対応した。

　食品類の保存年限が令和2
年度の物もあるため、随時物
資の入れ替えが必要である。

　保存年限に合わせ定期的に
物資の更新を行う。

地方創生先行型
事業

予防接種情報システム導入事業 Ｐ61 登録者数 ―
518件

（H27.7月～H28.3
月）

406件 371件/年 316件/年 318件/年 400件/年 ○ 健康推進課

　生後初めての予防接種予診
票を送付する際に予防接種情
報システムの案内チラシを同
封し、周知を図った。また、
転入者には予防接種予診票を
交付する際に案内チラシを交
付し周知を図った。

　目標値の登録者数は確保で
きなかったが、乳幼児健診等
の機会を捉え、更に周知を図
り登録者数の確保に努める。

　継続して実施する。
地方創生先行型
事業

放課後子ども教室の充実 Ｐ61
放課後子ども教室実施
校数

6校 7校 7校 9校 7校 7校 9校 ○ 文化振興課

　平成27年度に1校を新規開
設した。その後も引き続き、
残り2校の開設の検討を継続
している。

　未開設校については、空き
教室等の場所確保が困難であ
る。また、現状の開設校数で
も児童を見守るサポーター数
が不足気味であり、新規開設
の課題の一つとなっている。

　令和4年度の開設を目指
し、調整を図っていく。

放課後子ども総合プラン事業の推進 Ｐ61
一体型の運営を行う学
童クラブ及び放課後子
ども教室の設置数

― 2か所 2か所 4か所 4か所 4か所 2か所 ◎
子ども青少年課

文化振興課

　平成29年度から新たに2か
所、計4か所で事業を実施し
ている。その後も4か所にお
ける事業内容の充実を図って
いる。

　放課後子供教室は学校敷地
内で実施しており、敷地内に
学童クラブのない学校での一
体型運営は困難な状況であ
る。

　連携型の事業内容に関し、
充実を図っていく。

Ｐ62
子どもの貧困対応プラ
ンの策定

― 情報収集 情報収集 調査方法の検討
実態把握

（アンケート調査の実
施）

素案策定 策定 ○
福祉総務課
関係各課

　平成30年度に実施した「生
活実態調査」及び「ひとり親
家庭等ニーズ調査」報告に基
づき、子どもの未来応援プラ
ン(仮称)策定のため、地域の
実情及び市民の意見を反映す
るため、武蔵村山市子どもの
未来応援プラン策定懇談会を
開催し、素案を策定した。

　意見公募に基づく、素案の
修正作業について、コンサル
タント事業者とともに進め
る。

　子どもの未来応援プラン策
定

３　子育て、子育ちと子ども家庭の支援
⑴子育て・子育ちの支援

⑵妊娠から出産、育児の切れ目のない支援

⑶子どもの安心・安全の確保 Ｐ61

⑷子どもの貧困対策の推進
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　進捗状況一覧（令和元年度末） 　
　

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

具体的施策 備考目標値達成への課題令和元年度までの取組
左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

事業課
ＫＰＩ

進捗状況事業名称 総合戦略
掲載ページ

子どもの貧困対応プランの策定 Ｐ62
子どもの貧困対応プラ
ンの策定

― 情報収集 情報収集 調査方法の検討
実態把握

（アンケート調査の実
施）

素案策定 策定 ○

福祉総務課
子ども・子育

て支援課
関係各課

　平成30年度に実施した「生
活実態調査」及び「ひとり親
家庭等ニーズ調査」報告に基
づき、子どもの未来応援プラ
ン(仮称)策定のため、地域の
実情及び市民の意見を反映す
るため、武蔵村山市子どもの
未来応援プラン策定懇談会を
開催し、素案を策定した。

　意見公募に基づく、素案の
修正作業について、コンサル
タント事業者とともに進め
る。

　子どもの未来応援プラン策
定

Ｐ63
ワーク・ライフ・バラ
ンス推進事業所の認定
件数

― 0件 0件 0件 0件 0件 4件 ― 協働推進課

　他自治体からの情報収集を
はじめ、29年度には市内事業
者30社にアンケートを行い、
検証等を行った。30年度には
大規模調査により市内事業者
の実態を把握し、その結果を
踏まえて令和2年度からの第
四次男女共同参画計画におい
て重点事業として位置付け
た。

　認定により、事業者がメ
リットを感じられる内容を検
討する必要がある。また、認
定できる企業を継続的に掘り
起こしていく必要がある。

　第四次男女共同参画計画に
基づき、認定制度を構築し、
随時認定を行っていく。

市民、事業所におけるワーク・ライ
フ・バランスの推進

Ｐ63
ワーク・ライフ・バラ
ンス推進事業所の認定
件数

― 0件 0件 0件 0件 0件 4件 ― 協働推進課

　他自治体からの情報収集を
はじめ、29年度には市内事業
者30社にアンケートを行い、
検証等を行った。30年度には
大規模調査により市内事業者
の実態を把握し、その結果を
踏まえて令和2年度からの第
四次男女共同参画計画におい
て重点事業として位置付け
た。

　認定により、事業者がメ
リットを感じられる内容を検
討する必要がある。また、認
定できる企業を継続的に掘り
起こしていく必要がある。

　第四次男女共同参画計画に
基づき、認定制度を構築し、
随時認定を行っていく。

男性市職員の育児休業の取得促進 Ｐ63
男性市職員の育児休業
取得率

0% 11% 0% 14.3% 16.7% 22.2% 10% ◎ 職員課

　新たに取得可能となった男
性職員に対し、各種制度を紹
介した冊子「すこやかな成長
を願って」を配布し、育児休
業の説明をするなど、取得促
進を図った。

　目標値である10％は達成し
たが、今後さらに取得率を向
上させるため、職場全体の意
識改革のみならず、育児休業
の取得を阻害する要因を考
え、取得率向上に向けた方策
を検討する必要がある。

　育児休業の対象となる男性
職員及びその所属長に対し、
育児休業取得の提案及び個人
の事情等に配慮した具体的な
情報提供を行う。

⑸子育てと仕事を両立する環境づくり
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　進捗状況一覧（令和元年度末） 　
　

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

具体的施策 備考目標値達成への課題令和元年度までの取組
左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

事業課
ＫＰＩ

進捗状況事業名称 総合戦略
掲載ページ

Ｐ64
高校進学に際して第一
志望校へ合格する割合

― 60% 81% 79.4% 83.2% 87.9% 80% ◎ 教育指導課

　小中一貫教育を全小・中学
校で実施し、義務教育９年間
を通した系統的なキャリア教
育の充実を図ってきた。

　年度によって生徒の実態も
異なることから、継続的に目
標値を達成できるようにする
ことが課題である。

　各中学校区及び各学校の実
態に応じたキャリア教育の充
実を図るため、進路指導主任
会等で各学校の取組の情報交
換するとともに、その方向性
について検討していく。

小・中学校特進講座 Ｐ64
受講者の市学力調査
（中1数学）の正答率
が80%以上になる割合

― 41%/年 25.8%/年 33.5%/年 － － 80%/年 × 教育指導課

　平成27年度から平成29年度
までは、市内全小・中学校に
塾講師を派遣し、学習支援を
実施した。
　平成30年度は、市内全中学
校に塾講師を派遣し、学習支
援を実施した。

－
(平成30年度末事業廃止）

－
(平成30年度末事業廃止）

地方創生先行型
事業

市学力調査の実施 Ｐ64
全国平均正答率を100%
とした場合の平均正答
充足率

80％/年
89%/年

（H27.4月実施）

国語90.5%/年
数学87.7%/年

（H28.4月実施）

国語93.6%/年
数学91.5%/年

（H29.4月実施）

国語91.5%/年
数学93.1%/年

（H30.4月実施）

国語92.9%/年
数学88.0%/年

（H31.4月実施）
90%/年 ○ 教育指導課

　各学校において、基礎的・
基本的な知識及び技能の定着
を図るための授業改善や取組
の充実を図った。

　分析結果から、例年生徒が
苦手とする分野について把握
できており、確実に身に付け
るための反復学習が課題であ
る。

　学力向上推進委員会におい
て作成した個々の分析データ
や、タブレット端末を活用し
た反復学習の提案を実践す
る。

英語検定の実施 Ｐ64 各級の合格率 ― 33.9% 35.0% 31.3% 33.1% 34.5% 50%/年 △ 教育指導課

　中学校第３学年生徒を対象
に、技能試験合格という具体
的な目標を持たせることによ
り学習に対するチャレンジ精
神を高揚し、学力向上を図る
ため英語検定を実施してい
る。

　英語検定に挑戦する意欲の
高まりも一つの成果であると
認識しているが、その効果が
合格率に反映しているとは言
い難い。全体として生徒の英
語力は高まっているが、数値
に表れにくい状況となってい
る。

　平成30年度から受検対象を
全生徒から希望者に変更し、
挑戦する意欲の向上を図って
いる。

地方創生先行型
事業

部活動支援事業の実施 Ｐ64 対象部活動の入部者数 ―
部員数12.3%減
（H26年度比）

部員数21.1%減
（H27年度比）

部員数31.8%減
（H27年度比）

－ －
部員数20%増（H27

年度比）
× 教育指導課

　平成29年度までは、委託事
業として中学校の１競技につ
いて専門的な外部指導員を派
遣し、技能面や戦術面の指導
を行った。
　平成30年度は、国の指針に
基づき市の部活動ガイドライ
ンを策定し、希望校に部活動
支援員を配置した。

－
(平成29年度末事業廃止）

－
(平成29年度末事業廃止）

地方創生先行型
事業

Ｐ65,66
適応指導教室からの学
校復帰率

6% 10.3% 13.3% 0% 9.1% 12% 10%以上 ◎ 教育指導課

　何らかの原因で学校に行き
づらくなった児童・生徒への
登校支援に資する指導及び学
習支援を推進した。

　適応指導教室に通う児童・
生徒の困り感の多様化に伴う
支援・指導の専門性の向上
や、多様化に伴う他関係機関
とのより深い連携が求められ
ている。

　学校復帰を最終目標とし、
一人一人の児童・生徒の実態
に応じた指導の充実を図って
いく。

小中一貫教育の推進 Ｐ65 小中一貫校の推進 1校 2校 2校 2校 2校 2校 4校 ○ 教育指導課

　中学校区を軸とし、目指す
児童・生徒像を共有した小中
一貫教育を全ての中学校区で
推進してきた。また、令和元
年度に小中一貫教育検証委員
会において教育政策の妥当性
を検証した。

　これまでの小中一貫教育の
取組を継続しつつ、施設分離
型小中一貫校について地域・
保護者への十分な説明をして
理解を得ていく。

　小中一貫教育検証委員会の
報告に挙がった成果と課題を
整理し、今後の教育の在り方
について検討を進めていく。

特別支援教室の設置 Ｐ65 設置校数 ― 3校
3校

平成29年4月から
6校

6校
平成30年4月から9校

9校
令和元年4月から

12校

12校
令和2年4月から

14校
9校 ◎ 教育指導課

　小学校においては、平成30
年4月までに全校に開設をし
た。中学校においては、令和
元年度に3校開設し、残る2校
は令和元年度末までに整備を
進めた。

　特になし。

　令和2年度に、中学校2校に
特別支援教室を開設すること
により、全ての小・中学校へ
の特別支援教室の設置が完了
する。

教育相談室事業・スクールソーシャ
ルワーカー事業
スクールカウンセラーの配置

Ｐ66 不登校出現率
小学校：0.85%/年
中学校：3.13%/年

小学校：0.43%/年
中学校：4.94%/年

小学校：0.41%/年
中学校：5.04%/年

小学校：0.41%/年
中学校：4.12%/年

小学校：0.79%/年
中学校：5.05%/年

小学校:0.86％/年
中学校:5.42％/年

小学校：0.3%/年
中学校：3%/年

× 教育指導課

　ＳＣ、ＳＳＷの活用はもと
より、心理相談員と学習支援
員が家庭訪問をして、引きこ
もり傾向のある児童・生徒の
社会復帰を目指す取組を推進
した。

　不登校の原因である学業不
振や人間関係の課題を解決す
るための授業改善や特別支援
教育の推進を図り、学校の不
登校への意識を向上させるこ
と。

　学力向上推進委員会での学
力向上に資する取組の検討を
推進するとともに、研修会等
を通して、全ての教員の特別
支援教育に関する識見の向上
を図っていく。

適応指導教室事業の実施 Ｐ66 学校復帰率
一部：26%/年
完全：6%/年

一部：26%/年
完全：10.3%/年

一部：20%/年
完全：13.3%/年

一部：40%/年
完全：0%/年

一部：22.7%/年
完全：9.1%/年

一部:20.0％/年
完全:12.0％/年

一部：30%/年
完全：10%/年

○ 教育指導課

　何らかの原因で学校に行き
づらくなった児童・生徒への
登校支援に資する指導及び学
習支援を推進した。

　適応指導教室に通う児童・
生徒の困り感の多様化に伴う
支援・指導の専門性の向上
や、多様化に伴う他関係機関
とのより深い連携が求められ
る。

　学校復帰を最終目標とし、
一人一人の児童・生徒の実態
に応じた指導の充実を図って
いく。

５　教育環境の整備

４　子どもの知力・体力の向上
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　進捗状況一覧（令和元年度末）

基本目標３：時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

　基本目標の基本的な考え方：世代にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で、住み続けたいと思うまちづくりを目指す。

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

居住年数20年以上の
人の割合

58.8%
（H25年度）

―
アンケート調査

未実施

―
アンケート調査

未実施

―
アンケート調査

未実施
57.8%

―
アンケート調査

未実施

60%
（H30年度市民意
識調査による）

― 企画政策課

　平成30年度に、第五次長
期総合計画等を策定するた
めの市民意識調査を実施

し、状況の把握に努めた。

　調査の結果、現況値を下
回っており、居住年数20年
以上の人の割合を増加させ
るためには課題が残ってい
る。

　防災・防犯における共助
や地域福祉の拡充はもとよ
り、地域共生社会の実現を
目指し、誰もがいきいきと
住み続けられるまちづくり
を目指す。

20歳代の転出者割合 11.7% 12.9% 13.3% 13.5% 12.6% 13.7% 10%以下 × 企画政策課
　住み続けたいと思うまち
づくりに係る各種施策を実
施した。

　近年、20代の転出者割合
が増加傾向にあり、若年層
の転出抑制を図るためには
課題が残っている。

　令和２年度を始期とする
第二期まち・ひと・しごと
創生総合戦略に基づき、若
年層を中心とした人口流出
を抑えるなど、効果的な施
策を推進していく。

Ｐ68
買い物等日常生活の
利便性の満足度

― 64.7%
―

アンケート調査
未実施

―
アンケート調査

未実施
61.5%

―
アンケート調査

未実施
70％以上 ― 関係各課

　平成30年度に、武蔵村山
市第二期まち・ひと・しご
と創生総合戦略策定に係る
各種意識調査を実施し、状
況を把握するとともに、令
和元年度には、武蔵村山市
第二期まち・ひと・しごと
創生総合戦略を策定した。

　調査の結果、現況値を下
回っており、買い物等日常
生活の利便性の満足度を向
上させるためには課題が
残っている。

　交通利便性の向上につな
がるまちづくりなど、効果
的な施策を推進していく。

転入者意向調査で
の満足度

乗合タクシーの運行 Ｐ68 利用者数 3,520人/年 4,119人/年 4,821人/年 4,680人/年 4,028人/年 3,498人/年 4,400人/年 ×
交通企画・モ
ノレール推進

課

　市報等による周知及び残
堀・伊奈平地区会館にて利
用者登録出張受付を行っ
た。
　利用登録者と同乗する者
が介助者に限られていた
が、同時かつ同一場所で乗
降すれば誰でも同乗できる
ようにした。

　年間利用者数が平成28年
度に目標値を達成（4,821人
/年）を達成したものの、そ
の後利用者数が減少に転
じ、目標値を割り込んだこ
とから、その原因分析を行
うとともに、利用促進策の
検討を行う必要がある。

　年齢、回数、時間帯、乗
降場所といった区分毎の利
用実態を踏まえ、利用促進
につながる原因分析や利用
促進策の検討及び実施を進
めていく。

多摩都市モノレール延伸の促進
【再掲】

Ｐ68 事業の推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 ○
交通企画・モ
ノレール推進

課

・要望活動（２市１町、多
摩地域都市モノレール等建
設促進協議会）
・多摩都市モノレール基金
積立及び募金活動
・調査委託
・ＰＲ推進事業（モノレー
ル関連物品作製・販売等）

　延伸の事業化に当たって
は、事業採算性の確保が重
要であり、モノレールの需
要の喚起に資するまちづく
りのより一層の推進が必要
である。

　引き続き、市内の機運醸
成のための取組を行ってい
くとともに、モノレールの
需要の喚起に資するまちづ
くりのあり方を検討してい
く。

市内循環バス路線の検討
【再掲】

Ｐ68
1便当たりの年平均輸
送人員

5人 5.51人 5.45人 5.40人 5.61人 5.36人 6人 ○
交通企画・モ
ノレール推進

課

　ＩＣカードによる運賃支
払において、バス特典利用
サービス（バス特）の導入
を行った。
　中学生以下を対象とした
クイズラリーを実施した。

　実施済の利用促進策につ
いて更なる改善を図るとと
もに、市報等での周知を継
続していく。一部ルートに
おける利用者数の低迷が課
題となっている。

　実施済の利用促進策につ
いて更なる改善を図ってい
く。また、路線の効率化に
向けた見直しのあり方の検
討を進めていく。

１　生活利便性の高いまちづくり

Ｐ67

ＫＰＩ
進捗状況 事業課

左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

目標値達成への課題

基本目標３

備考具体的施策 事業名称
総合戦略
掲載ページ 令和元年度までの取組

※重要業績評価指標（ＫＰＩ）の進捗状況
◎：目標値達成 ○：H26年度現況値を上回っている
△：現況値から横ばい ×：現況値を下回っている
―：数値が判明していない

11



武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　進捗状況一覧（令和元年度末）

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

ＫＰＩ
進捗状況 事業課

左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

目標値達成への課題 備考具体的施策 事業名称
総合戦略
掲載ページ 令和元年度までの取組

地域みんなでまちづ
くり会議の設置数

4区域 6区域 9区域 9区域 9区域 9区域 9区域 ◎ 協働推進課
　市内９区域にまちづくり
会議を立ち上げ、運営を支
援してきた。

　会議の内容が固定化され
る傾向にあるため、若い人
の斬新な意見や、誰もが気
軽に参加できるような会議
に改めていくことが必要で
ある。

　地域担当職員として若手
職員を派遣して会議の活性
化を図っていく。また、従
来の会議を終了し、小学校
通学域に捉われず、誰もが
気軽に参加できる場の提供
をしていく。

多摩直下地震最大避
難者数3日分の備蓄率

65.1% 78.7% 91.9% 96.0% 90.3% 101.2％ 100% ◎ 防災安全課

　災害対策用備蓄物資の計
画において令和元年度まで
に達成できるよう６年間計
画的に購入を取組んだ。

　３日間の食料をどのよう
なメニューで配分するか。
また、食物アレルギー者や
乳幼児に対応食料はどうす
るか。

　多摩直下地震最大避難者
数に対応した食料の備蓄計
画を継続するほか、食物ア
レルギー者に対応した特定
原材料等アレルギー不使用
食品や、乳幼児に配慮した
液体ミルク等の災害時食料
を計画していく。

災害対策用備蓄物資の計画的な購
入

Ｐ69
多摩直下地震最大避難
者数3日分87,399食の
備蓄

56,930食 68,810食 80,280食 83,860食 78,920食 88,440食 87,399食 ◎ 防災安全課

　災害対策用備蓄物資の計
画において令和元年度まで
に達成できるよう７年間計
画的に購入を取組んだ。

　３日間の食料をどのよう
なメニューで配分するか。
また、食物アレルギー者や
乳幼児に対応食料はどうす
るか。

　多摩直下地震最大避難者
数に対応した食料の備蓄計
画を継続するほか、食物ア
レルギー者に対応した特定
原材料等アレルギー不使用
食品や、乳幼児に配慮した
液体ミルク等の災害時食料
を計画していく。

備蓄目標見直しの
ため、指標の備蓄
食数及びH31年度
目標値を変更
（H29.8.25決定）

災害ボランティアセンター設置・
運営訓練の実施

Ｐ69
災害ボランティアセン
ター設置・運営訓練の
実施

― 1回/年 0回/年 1回/年 1回/年 0回/年 1回/年 × 協働推進課

　社会福祉協議会及びボラ
ンティア・市民活動セン
ターと協力して、市民やボ
ランティアも参加しての災
害ボランティアセンターの
立ち上げ訓練を行ってき
た。

　マニュアルを充実させる
ことや、災害ボランティア
センターについて、広く市
民やボランティアにも理解
してもらうことが必要であ
る。

　訓練結果を検証し、マ
ニュアルを更新していくこ
とで、災害時に迅速な対応
ができる体制を整えてい
く。また、講演会等を企画
し、広く市民等の理解を深
めていく。

令和元年度は、訓
練に代わり、講演
会を企画したが、
新型コロナウイル
ス感染症拡大防止
のため中止した。

マンホールトイレの設置 Ｐ70 設置基数 ― 0基 25基 50基 75基 75基 75基 ◎ 道路下水道課

　平成28年度から30年度ま
での三年間に避難所15か所
に計75基のマンホールトイ
レを整備した。

　特になし
　今後は、地域防災計画の
改定等を踏まえて、増設等
について検討していく。

避難行動要支援者個別計画の策定 Ｐ70
個別計画書の策定済者
数

― 0人 0人 1,172人 1,304人 2,007人 1,500人 ◎ 福祉総務課

　避難行動要支援者名簿管
理システムにより、新たに
名簿登録された方に対して
同意確認書及び個別計画書
作成のための調査票を送付
し、回答があった方の個別
計画書を作成した。

　名簿登録区分のうち、65
歳以上一人暮らしで名簿登
録を希望する者に対する支
援が必要である。

　毎年75歳以上一人暮らし
の者に対して同意確認書を
送付し、同意を得ることに
より個別計画書の作成者を
増やしていく予定である。

地域みんなでまちづくり会議及び
職員地域担当制の充実

Ｐ70
地域みんなでまちづく
り会議の設置数

4区域 6区域 9区域 9区域 9区域 9区域 9区域 ◎ 協働推進課
　市内９区域にまちづくり
会議を立ち上げ、運営を支
援してきた。

　会議の内容が固定化され
る傾向にあるため、若い人
の斬新な意見や、誰もが気
軽に参加できるような会議
に改めていくことが必要で
ある。

　地域担当職員として若手
職員を派遣して会議の活性
化を図っていく。また、従
来の会議を終了し、小学校
通学域に捉われず、誰もが
気軽に参加できる場の提供
をしていく。

（仮称）協働推進プランの策定 Ｐ70
（仮称）協働推進プラ
ンの策定

― 検討 検討 検討 検討 検討 策定 △ 協働推進課
　策定に向けて検討を行っ
てきた。

　策定支援業務を業者に委
託する場合、予算の確保が
必要となる。

　引き続き、策定の必要性
も含めて検討を行ってい
く。

無作為抽出を活用した市民参加制
度

Ｐ70 制度の導入 ― 検討 検討 検討 検討 導入 導入 ◎ 行政経営課

　令和元年7月に「附属機関
等における公募委員の募集
に関する要綱」及び「附属
機関等における公募委員選
定要領」を制定し、同年10
月に制度の運用を開始し
た。

　制度の導入という目標は
達成したが、平成31年4月１
日現在の附属機関等におけ
る公募委員割合は約5％と
なっており、目標とする
25％を下回っていることか
ら、公募委員枠の拡充を図
る必要がある。

　各課に対して本制度を周
知し、積極的に活用するこ
とにより、各附属機関等に
おける公募委員割合の増加
を図る。

２　安心して暮らせるまちづくり
Ｐ

69,70
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　進捗状況一覧（令和元年度末）

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

ＫＰＩ
進捗状況 事業課

左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

目標値達成への課題 備考具体的施策 事業名称
総合戦略
掲載ページ 令和元年度までの取組

保健師の認知割合 ― 15%
―

アンケート調査
未実施

―
アンケート調査

未実施

―
アンケート調査

未実施

―
アンケート調査

未実施
50% ― 健康推進課

　健（検）診等や地区活動
を通し市民の様々な相談に
応じた。

　市民向け講演会等を企画
し、市民の健康増進を考え
る専門職がいることを周知
する。

　継続して実施する。

シルバー人材セン
ター会員数

1,178人 1,143人 1,122人 1,132人 1,092人 1,119人 1,300人 × 福祉総務課

　会員確保のため市内公共
施設にチラシの設置、市内
大型商業施設でシルバー
フェスタを開催した。

・新たな業務開拓
・発注者の希望に該当する
会員(技能のある会員)の育
成
・60代の若年会員の確保

　説明会の開催等、引き続
き会員の確保に努めていく
とともに、研修会により会
員の技能習得・向上に努
め、講習会等により高齢者
でも作業しやすく安全に就
業できることをPRしてい
く。

市民の1年間での運
動・スポーツ実施率

61%
―

アンケート調査
未実施

66%
―

アンケート調査
未実施

―
アンケート調査

未実施

―
アンケート調査

未実施
68% ― スポーツ振興課

　スポーツ都市宣言事業や
スポーツ推進委員協議会、
スポーツ協力員連絡会事業
により、市民がスポーツを
行う機会の提供に努めた。

　運動を行うための機会の
提供は行えているが、運動
をする必要性などの動機付
けが課題である。

　東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピックが延期
となったが、運動・スポー
ツへの機運醸成を図り、ス
ポーツ実施率の向上、生涯
にわたり楽しめるスポー
ツ・レクリエーションを推
進していく。

健康教室の実施 Ｐ72 参加者数 425人/年 205人/年 187人/年 202人/年 211人/年 164人/年 580人/年 × 健康推進課

　健康づくり生き活き運動
塾、ヘルシースリム教室、
骨粗しょう症予防教室、ゆ
がみ解消ヨガ体操教室、ピ
ラティス教室、フットケア
教室、ウォーキング教室を
開催した。

　参加者が固定されてきて
おり、新たな参加者の掘り
起こし方法等について検討
する必要がある。

　引き続き、市民ニーズを
捉えた教室を企画し、参加
者増を図る。

医師、保健師等による健康相談の
実施

Ｐ72 参加者数 55人/年 26人/年 21人/年 27人/年 15人/年
―

未実施
120人/年 ― 健康推進課

　令和元年度から相談日を
設けて実施する方法を廃止
し、保健相談センター及び
同センターお伊勢の森分室
において保健師等が随時相
談を受ける体制とした。

　保健相談センター及び市
民総合センターにおいて日
常的に保健師等が市民から
の健康・栄養に関する相談
に応じる体制とする。

　継続して実施する。

ゲートキーパーの養成 Ｐ72
ゲートキーパーの養成
数

94人 134人 164人 202人 241人 266人 250人 ○ 健康推進課

　職員研修の一環として
ゲートキーパー研修を実施
していたが、ほとんどの職
員が受講した為、平成30年
度より市民等を対象とした
ゲートキーパー研修を実施
した。

　市民等を対象としたゲー
トキーパー養成研修を実施
する。また、児童・生徒の
保護者、関係団体等に対し
て広く周知し参加者の募集
に努める。

　継続して実施する。

地域スポーツ活動応援事業 Ｐ72
市民の1年間での運
動・スポーツ実施率

61%
―

アンケート調査
未実施

66%
―

アンケート調査
未実施

―
アンケート調査

未実施

―
アンケート調査

未実施
68% ― スポーツ振興課

　スポーツ都市宣言事業や
スポーツ推進委員協議会、
スポーツ協力員連絡会事業
により、市民がスポーツを
行う機会の提供に努めた。

　運動を行うための機会の
提供は行えているが、運動
をする必要性などの動機付
けが課題である。

　東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピックが延期
となったが、運動・スポー
ツへの機運醸成を図り、ス
ポーツ実施率の向上、生涯
にわたり楽しめるスポー
ツ・レクリエーションを推
進していく。

地方創生先行型事
業

総合型地域スポーツクラブの運営
支援

Ｐ72
総合型地域スポーツク
ラブ会員数

234人 234人 312人 295人 290人 164人 340人 × スポーツ振興課

　各種事業への協力や運営
に関する意見交換等を行
い、スポーツ活動推進に努
めるとともに、ホームペー
ジやＳＮＳを活用した市民
への認知度向上、活動状況
の提供を行った。
　なお、今年度、登録会員
を精査し、実活動会員とし
たため減少という結果に
なった。

　事業の指導者の確保・育
成を推進し、ニーズに合っ
た事業内容を検討しながら
活動会員数を増やす必要が
ある。
　また、小中学校や地域と
の連携が課題となる。

　引き続き、ホームページ
やＳＮＳを活用した認知度
向上及び活動状況等の情報
提供を行い、会員数の増加
を推進する。
　また、小中学校や地域等
との連携を図った事業展開
を行っていく。

スポーツ少年団の運営支援 Ｐ72
スポーツ少年団登録団
体数

― 1団体 1団体 1団体 1団体 3団体 5団体 ○ スポーツ振興課

　スポーツ少年団への加入
促進のため、各団体への通
知・説明等を行った。
　スポーツ大会への参加、
指導者育成事業参加支援を
行った。

　スポーツ少年団への登録
を推進するため、スポーツ
少年団本部の体制強化を図
り、本部事業内容の見直
し・検討等が必要となる。

スポーツ少年団向けに、少
年少女スポーツ向けの魅力
ある講演会等を開催し、少
年団への登録を促してい
く。

３　健康でいきいきと暮らせるまちづくり
Ｐ

71,72
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武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　進捗状況一覧（令和元年度末）

指標
平成26年度
（現況値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
令和元年度
（目標値）

ＫＰＩ
進捗状況 事業課

左記課題を踏まえた令和
２年度以降の予定・計画

目標値達成への課題 備考具体的施策 事業名称
総合戦略
掲載ページ 令和元年度までの取組

Ｐ73
在宅医療・介護連携
支援センターの設置

― 未設置 設置 設置 設置 設置 設置 ◎ 高齢福祉課

　平成28年度に医療機関及
び介護事業所の関係機関等
の連携を推進する「在宅医
療・介護連携支援セン
ター」を設置し在宅医療・
介護連携に関する相談支援
等運営を開始した。

　センターの活用及び在宅
医療・介護連携の推進にか
かる各種取組の実施・周知

・「介護と医療連携マッ
プ」及び「在宅医療・介護
資源マップ（Web版）」の活
用をセンターを通じて推進
する。
・地域住民や専門職向け
に、在宅療養に関する講演
会等を開催する。

在宅医療・介護連携支援センター
の設置

Ｐ73 センターの設置 ― 未設置 設置 設置 設置 設置 設置 ◎ 高齢福祉課

平成28年度に医療機関及び
介護事業所の関係機関等の
連携を推進する「在宅医
療・介護連携支援セン
ター」を設置し在宅医療・
介護連携に関する相談支援
等運営を開始した。

センターの活用及び在宅医
療・介護連携の推進にかか
る各種取組の実施・周知

・「介護と医療連携マッ
プ」及び「在宅医療・介護
資源マップ（Web版）」の活
用をセンターを通じて推進
する。
・地域住民や専門職向け
に、在宅療養に関する講演
会等を開催する。

生活支援コーディネーターの配置 Ｐ73 配置人数 ― 1人（第1層） 1人（第1層） 5人 5人 5人 4人 ◎ 高齢福祉課

　平成28年度に市全域を担当
する第１層生活支援コーディ
ネーターを、平成29年度には
各日常生活圏域を担当する第
２層生活支援コーディネー
ターを配置済である。

　特になし

　引き続き、市、第１層生活
支援コーディネーター、第２
層生活支援コーディネーター
が連携し、地域課題の把握、
資源開発等を行い住民サービ
スの向上に努める。

４　住み続けられるまちづくり
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資料３ 

 

平成２８年度 地方創生拠点整備交付金（令和元年度実施）に係る事業実施結果報告 

（交付対象事業の重要業績評価指標（ＫＰＩ）の実績値等） 

本交付金の目的 総合戦略に位置付けられ、地域再生計画に記載された自主的・主体的で先導

的な事業及びそれと一体となって整備される未来への投資につながる施設の新

築、増築及び改築等の実施に要する費用に充てるため、国が地方公共団体に対

して交付金を交付することにより、地方公共団体による、地方の事情を尊重し

ながら、地方創生に資する施設整備等の取組を進めることを目的とする。 

交付対象事業の名称 村山温泉「かたくりの湯」施設整備事業 総合戦略該当ページ 49、50 

基本目標 まちの魅力を向上させ、新たな人の流れをつくる 

事業概要 村山温泉「かたくりの湯」をより魅力的な施設とし、温泉施設を活用したソ

フト事業との相乗効果により、域外からの来訪者の回遊性を高めて交流人口の

増加、域内の消費の増加を図る。 

実施内容 リニューアルオープンに伴い設置した人工炭酸泉風呂について広報するとと

もに、運動を生活習慣として取り入れてもらえるよう多目的ルームでの健康づ

くり事業やプールを活用したプールプログラムを実施した。また、利用者累計

３５０万人を達成した。 

事業費 246,606千円  

 指標 令和元年度末実績値 令和２年度目標値 

（令和元年度目標値） 

本事業におけるＫＰＩ 民間消費額（地域内ベー

ス）※事業開始前 1,464億円 

RESASによる数値 

数値不明 

1,850億円 

（R元：1,800億円） 

温泉施設収支額 

※事業開始前△1,470万円 

△330万円 360万円 

（R元：240万円） 

市外からの休日の滞在人

口※事業開始前 82,000人 

RESASによる数値 

データ入替により数値

変更 

86,000人 

（R元：85,050人） 

課題 ①村山温泉「かたくりの湯」の設備は経年劣化のため、毎年多額の修繕料を必

要としている。 

②近隣市町村にも同様の温泉施設があり、来場者の増加が伸び悩む。 

令和２年度事業予定 計画的に修繕を行えるよう中長期的な修繕計画を検討していく。 

また、人気のある温泉施設の取組を参考にし、近隣市町村にある温泉施設に

劣らないような取組を検討していく。 

なお、温泉と共に楽しみである「食」についての充実を図る。 

①かたくり御膳を季節ごとに内容を変える。 

②地元農家と協力し、地産地消メニューを取り入れる 

③軽食の「テイクアウト」を試験的に開始し、状況に応じてテイクアウトメ  

ニューを充実させる。 

外部有識者からの評価 地方創生への効果の有無     有   ・   無 



 

 

        意見 ・市外からの入場者については増やしていくべきだが、市内の利用者が少ない

と感じるため、市内の利用者も増加させていく必要がある。 

・市内のＮＰＯネットワークで運営した場合、民間施設とは異なる市民のため

の温泉施設運営ができる可能性があるため、指定管理者の変更の際には、市

内ＮＰＯネットワークを活用した新しい温泉施設運営も検討いただきたい。 

・今までと同じことを実施していては、課題は課題のままであるため、違う観

点から事業を実施する必要がある。（かたくりの湯を拠点としたキャンプ場や

宿泊施設、レジャー施設などを整備し、近隣の方をターゲットにする等） 

・市内で割引等を受けることができる自治会員カードをうまく活用すれば、市

内の利用者も増えるのではないか。また、それと合わせて自治会の入会者も

増えれば、地域の繋がりなども良くなる。 

・収支が赤字のため、一般企業ではありえない事業である。発想を転換し、売

上を上げるため、高級な施設にする等付加価値を付けて、入場料を高く設定

する考え方もある。ただし、来場される方は限られるため、入場者数は減少

する可能性が高い。 

・思い切って売上を上げることに専念すれば、今まで本市に来たことがなかっ

た人にも来てもらえるなど違った効果もある。何を目的に事業を実施してい

くのかを明確にするべきである。 

・コロナ禍の影響で、ビジネスモデルのあり方が変わってきているため、人数

ありきのビジネスモデルは難しい。指定管理者に対する新しいビジネスモデ

ルを確立するための支援が必要であるため、検討するべき。 

・所管課や指定管理者を巻き込み、今後、どのように運営していくか全庁的に

検討するべき。 

・地域住民の生活上のニーズ・要望を把握する必要性があるため、アンケート

の実施、ご意見箱のようにいつでも意見を出せる仕組みの構築、定期的な現

地ヒアリングの実施などが行われると望ましい。 

・ＰＲ動画を流すだけでは、「実施している」状態に止まってしまい、市

民に届かない。各部署で連携し、広報の在り方について再検討する必要性が

ある。 

 

●ＫＰＩの補足指標 

指標 H28年度実績 H29年度実績 H30年度実績 R元年度実績 R2年度目標 

温泉施設来場者

数（市外から） 

190,608人

（115,419人） 

6,208人

（3,873人） 

 158,958人 

（102,220人） 

 155,744人

（107,375人） 

200,000人 

（120,000人） 

市外からの休日

の滞在人口 

※現 RESAS データより 

17,321人 17,188人  16,951人 

 

16,445人 18,604人 

 

 



資料４ 

 

令和元年度 地方創生推進交付金に係る事業実施結果報告 

（交付対象事業の重要業績評価指標（ＫＰＩ）の実績値等） 

本交付金の目的 総合戦略に位置付けられた自主的・主体的で先導的な事業の実施に要する

費用に充てるため、国が地方公共団体に対して交付金を交付することにより、

地方公共団体による、それぞれの地域の実情に応じた地方創生に資する事業

の効率的かつ効果的な実施を図ることを目的とする。 

交付対象事業の名称 武蔵村山の魅力づくり推進事業～魅力教え

隊及び魅力マイスター制度の活用～ 

総合戦略該当ページ 44、49 

基本目標 まちの魅力を向上させ、新たな人の流れをつくる 

事業概要 市の魅力を SNS 等で発信する「魅力教え隊」制度に加え、市の伝統文化の

技をもつ人等を「魅力マイスター」として認定する制度を新設し、市の魅力

を広く発信することで、来訪者の増加、ひいては市内経済の活性化につなげ

る。 

実施内容 ・第１回魅力づくり推進協議会開催（５月１４日） 

・第２回魅力づくり推進協議会開催（９月２７日） 

・モニターツアーの実施（１１月１６日・１７日） 

・モニターツアーコースマップ制作 

・むむちゃんクリアファイル制作 

・魅力づくり推進事業交流会（魅力マイスターの方が参加予定） 

 ※３月に実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により中 

  止 

事業費 2,000 千円  

 指標 令和元年度末実績値 令和元年度目標値 

 

本事業におけるＫＰＩ モニターツアーの市外

からの応募者数※事業開始

前 103 人（ツアー8 回無料） 

      48 人 

※ツアー   ２回 

（参加費 1,000 円） 

80 人 

 

「#MM 教え隊」市以外

からの SNS 発信数 

※事業開始前 66 回 

258 回 550 回 

 

市外からの休日の滞在

人口※事業開始前 17,284 人 

     16,445人 18,254 人 

 

課題 市内に観光スポットが多数あるが、来訪者数は横ばい状態なので広報に力を

入れて来訪者が増となるよう努める必要がある。 

令和２年度事業予定 令和２年度に設立した武蔵村山観光まちづくり協会の事業として魅力マイス

ターの活用等を継続していく。また、イベント開催時には市と協力しながら

ＰＲに努め、集客増を目指す。また、「♯ＭＭ教え隊」を活用し、市の観光ス

ポット等を発信することで、本市への来訪者の増加を目指すとともに、ＳＮ

Ｓで市内観光スポット等の情報拡散を目指していく。 



 

 

外部有識者からの評価 地方創生への効果の有無     有   ・   無 

        意見 ・モニターツアー後の波及効果の有無がモニターツアーの効果の指標になる

ため、今後はＳＮＳを見て来た人に対して、割引などを実施すれば効果が

分かるのではないか。 

・人目を引くような施策を検討する必要がある。 

・地域住民の生活上のニーズ・要望を把握する必要性があるため、アンケー

トの実施、ご意見箱のようにいつでも意見を出せる仕組みの構築、定期的

な現地ヒアリングの実施などが行われると望ましい。 

・ＰＲ動画を流すだけでは、「実施している」状態に止まってしまい、市

民に届かない。各部署で連携し、広報の在り方について再検討する必要性

がある。 

・「魅力教え隊」が市の情報を発信しやすいよう、情報を定期的に送るなどし

て拡散しやすい環境を整える必要がある。 

・「魅力マイスター」について、どこに、どのような方がいるのか発信したり、

マイスターの技術を生かして地域内外に向けて講座（イベント）や体験会

を開催するなど工夫する余地がある。 

 

●ＫＰＩの補足指標 

指標 事業開始前 H30 年度実績 R 元年度実績 R 元年度目標 

情報発信アプリ

のダウンロード

数 

―    614 件 463 件 280 件 
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