
各戦略の目標と主な取組
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行財政運営のマネジメントサイクル

○奈良新『都』づくり戦略の公表

〇予算編成 ○目標を達成するための

予算・事業の執行

○目標の進捗状況

○現状分析

○取組成果の評価

決算委員会での説明・議論

議会・予算委員会で
の説明・議論

○｢行財政運営の基本方針｣

の公表

○政策体系の再整理

○重点施策の検討

○目標の見直し

事業の執行

重点課題の評価

施策の見直し

計画の策定Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ
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（１） 工場誘致・工業ゾーンの創出

（２） 県内産業への研究開発支援の強化

令和元年から令和４年の４年間で１２０件
の工場を新たに誘致します。

戦略目標（ＫＰＩ）

令和５年度までに中期研究開発方針に基
づく企業との共同研究件数（Ｈ２８～累計）
を４４件にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

Ⅰ 栄える「都」をつくる ～奈良県経済の好循環を促し、働きやすく、

就業しやすい奈良県にする～

１．地域経済活性化

令和６年度までに県内総生産（名目）
を３兆９,０００億円にします。

政策目標（ＫＧＩ）

主な取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度
主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

第２期中期研究開発方針に基づく研
究開発の推進

研究開発への補助支援

研究開発のための県制度融資に
よる金融支援

グローバルニッチトップ企業を創出するためのミッション型・
サポート型研究開発の実施、第３期中期研究開発方針の検討

研究開発支援補助金による企業の研究開発支援

制度融資による金融支援

第３期中期研究開発方針の
実施

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

成長分野に重点を置いた戦略的企業
誘致活動の推進

県と市町村が連携・協働して産業用地
創出の取組を推進

御所ＩＣ周辺産業集積地形成プロジェ
クトの推進

トップセミナー、補助金等を活用した企業誘致活動を展開

候補地カルテ作成による候補地探索、市町村の取組にかかる技術的支援等

埋蔵文化財発掘調査、造成工事等

3.45
(38位)

3.49
(38位)

3.51
(37位)

3.54
(38位)

3.61
(39位)

3.66
(38位)

3.72
(38位)

3.90
494

507
518

533 537 548 548

460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R6
（目標）

県内総生産（名目）奈良県
（兆円）

（年度）

県民経済計算（奈良県）
国民経済計算（内閣府）

全国
（兆円）

全国 奈良県

（ ）は全国順位

6
12

18
24

30 34

44

0

10

20

30

40

50

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4-5
（目標）

中期研究開発方針に基づく企業との

共同研究件数（H28～累計）
（件）

（年度）

産業振興総合センター調べ

25
57

91
129

32
60 120

25
32 34

38
32

28

0

50

100

150

200

0

10

20

30

40

50

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R1～4
（目標）

工場立地件数

累計 新規

（新規件数）

（年）

工場立地動向調査（経済産業省）

（累計件数）

ミッション型研究開発
サポート型研究開発
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(３) 県産品の海外販路、国内販路の拡大

令和６年度までに企業等の販路拡大支援
件数を年間３２０件にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

(４) 売る力の強化・商店街活性化

令和６年度までに従業員１人当たり年間商品
販売額を全国４０位以内にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

(５) 経済産業総合戦略の推進

主要産業の出荷額を大きく伸ばし、製造品出
荷額等を４年間で１０％以上増加します。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

デジタルマーケットを活用した販路
拡大支援

首都圏等への販路拡大支援

海外への販路拡大支援

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

「奈良ブランド」開発支援

ＳＰＡ店舗運営支援

商店街活性化支援

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

経済産業総合戦略の推進

ｅコマース（電子商取引）への出店支援、活用セミナー等開催

展示会出展、商談会開催による販路拡大支援

農林産品を含む県産品のアジア市場等への海外販路拡大

自社ブランド化のための商品開発・販路開拓を支援

企画から製造・小売までを一貫して行うＳＰＡ店舗への転換を支援

地域の事業計画、運営の仕組みづくり等支援

18,482 
(35位)

18,969 
(36位)

18,451 
(37位)

18,193 
(37位)

20,917 
(36位)

21,733 
(36位)

21,224 
(36位)

292 
305 

313 
302 

319 
332 

323 

250

270

290

310

330

350

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R1-5
（目標）

製造品出荷額等奈良県（億円）

（年）

工業統計調査（経済産業省）
経済センサス活動調査（総務省）

全国（兆円）

目標
4年間で

10％以上
増

全国 奈良県

（ ）は全国順位

42 53 72
102

189

264 243

320
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100

200

300

400

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R6
（目標）

企業等の販路拡大支援件数（件）

（年度）

産業振興総合センター・豊かな食と農の振興課・奈良の木ブランド課調べ

49,366 
42,791 41,214 

50,157 

22,775 
(46位)

19,674 
(47位)

20,410 
(47位)

23,208 
(47位)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H18 H23 H25 H27 Ｒ6
（目標）

従業員１人当たり年間商品販売額（千円）

（年度）

商業統計調査（経済産業省）
経済センサス活動調査（総務省）

全国 奈良県

（ ）は全国順位

目標
40位以内

奈良県経済産業振興大綱を策定し県内経済の好（高）循環につながるような取組を推進
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(６) 奈良県版働き方改革の実践

令和６年度までに奈良県社員・シャイン職
場づくり推進企業（注）登録数を累計２５０事
業所にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

(７) 地域雇用政策の推進

令和７年度までに就業率を全国最下位から
脱却します。

戦略目標（ＫＰＩ）

Ⅰ 栄える「都」をつくる ～奈良県経済の好循環を促し、働きやすく、

就業しやすい奈良県にする～

２．地域雇用戦略

令和６年までに就業地別有効求人
倍率（季節調整値、加重平均）を
１.７０倍にします。

政策目標（ＫＧＩ）

（注）奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業・・・
仕事と家庭の両立や多様な働き方等ができる職場環境づくりに
取り組み、一定の要件を県が満たしたと判断した企業

0.80
0.93

1.09
1.20

1.36
1.50

1.61 1.60

1.18 1.13

0.76
(28位)

0.88
1.01

1.11
1.29

1.48

1.67
1.70

(17位)
1.36

(14位)
1.28

(27位)

1.70

0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R6
（目標）

就業地別有効求人倍率
（季節調整値、加重平均）

（倍）

（年）

労働局提供データ
全国 奈良県

（ ）は全国順位

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

社員・シャイン職場づくりの推進

県内事業所における働き方改革の
取組支援

テレワークの導入・定着支援

奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業の登録・表彰

社会保険労務士等の専門家派遣によるコンサルティングの実施、
社内人材育成のための実践型業種別ワークショップ開催

専門家による電話相談、事業所訪問、テレワーク導入事例の横展開
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（事業所）

（年度）

雇用政策課調べ
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目標

最下位から
の脱却
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(８) 障害者雇用対策の推進

今後も障害者雇用率の全国第１位を維持
します。

戦略目標（ＫＰＩ）

令和６年度までに外国人を雇用する事業
所数の全国順位を３０位にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

令和５年度までに障害者就労施設で働く
障害者の平均工賃月額を１８，５００円に
します。

戦略目標（ＫＰＩ）

665 737 827 897 1102 1248

37 37 37 37 36 36

30 25
30
35
40
45
50300

800

1300

1800

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R6
（目標）

外国人を雇用する事業所数

奈良県の事業所数

全国順位

（カ所）

（年度）

外国人雇用状況（厚生労働省）

（位）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

外国人材の県内就職促進

離職者等の再就職支援

新卒者の県内就職促進、職場定着
支援

県庁版ハローワーク、県内就労あっせん・起業支援センターにおいて求職者等への
マッチングを支援、高等技術専門校での職業訓練や雇用予定型職業訓練で就職支
援を実施

大学生を対象とした県内企業へのインターンシップの実施を推進、県内高校生を対象
とした就職フォーラムの開催

外国人雇用専門相談員の配置、留学生向け合同企業説明会、企業向けセミナーの
開催

1.69 1.76 1.82 1.88 1.92 1.97 2.05 2.11 2.15 2.20 
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障害者雇用率（％）

（年）

障害者の雇用状況集計結果（奈良労働局）

全国 奈良県

（ ）は全国順位
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(31位)
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（目標）

障害者就労施設で働く障害者の平均工賃月額（円）

（年度）

就労継続支援事業所における平均工賃
（厚生労働省）

全国 奈良県

（ ）は全国順位

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

「障害者はたらく応援団なら」の運営
による雇用の促進

就労連携コーディネーターの活動に
よる雇用対策

農福連携の推進

障害者政策推進トップフォーラム・意見交換会等の開催

企業訪問による職場開拓・職場実習のコーディネート
新規就労者のフォローアップ

農業における職場体験実習の実施、障害者就労施設と農業者のマッチング支援

目標
全国１位
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(９) ホテル誘致

令和７年度までに旅館・ホテル客室数を
１２，０００室にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

(１０) 奈良県コンベンションセンターを活用した観光振興

令和６年までに国際会議開催件数を
８０件にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

Ⅱ 賑わう「都」をつくる ～奈良が有する自然・歴史・文化資源を活用し、

観光産業を振興する～

３．滞在型観光の定着

令和７年までに延べ宿泊者数を
３５０万人にします。

政策目標（ＫＧＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

上質な宿泊施設の整備

多様なニーズに応える宿泊施設の整備

関係機関との連携

宿泊施設立地促進補助金の活用

利子補給補助金等を活用した開業等支援

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ＭＩＣＥ誘致活動強化と施設の運営

周遊観光の拠点となる賑わいの創出

県内への訪問客展開の体制整備

ＪＥＴＲＯ奈良事務所と連携したホテル事業関係者の招聘及び誘致状況調査
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（年）

宿泊旅行統計調査（観光庁）

全国（億人）

全国 奈良県

（ ）は全国順位
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全国 奈良県
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ユニークベニュー（寺社等での会議・レセプション開催）の開発

季節感を演出した各種イベントの開催、飲食を含めたイベントの開催

奈良県ビジターズビューローと連携した誘致活動の展開、
コンベンション施設としての利便性の向上
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○ 奈良県文化会館について、文化ゾーンの

魅力向上のため、令和８年度のリニューア
ルオープンを目指します。

○ 吉城園周辺地区について、奈良公園のさ

らなるアメニティの向上のため、令和５年度
のまちびらきに向けた整備を進めます。

Ⅱ 賑わう「都」をつくる ～奈良が有する自然・歴史・文化資源を活用し、

観光産業を振興する～

４．魅力ある観光地づくり

令和７年までに観光入込客数を
５,１００万人にします。

政策目標（ＫＧＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

文化会館の整備

吉城園周辺地区の整備

奈良公園の水環境を改善

実施設計 整備工事（３４ヶ月（予定））

猿沢池・鷺池：流入水量増加による水質改善 鹿苑：浄化施設の工事

吉城園周辺地区活用の推進

土塀修景・遊歩道等の整備

旧知事公舎、世尊院、吉城園主棟の
耐震改修

まち
びらき

吉城園周辺地区の整備（イメージ）

交流エリア
（宿泊者以外も

利用可能） 宿泊エリア
（一般宿泊者のみ利用）

交流エリア
（宿泊者以外も

利用可能）

旧世尊院

知事公舎
（レセプション・

レストラン）
宿泊棟①

宿泊棟②

吉城園主棟

吉城園茶室

（１２） 奈良公園中枢地プロジェクト（文化ゾーンの魅力向上と公園内の環境整備）

政策目標（ＫＧＩ）

3,429 3,547 
3,811 

4,146 
4,407 4,420 4,421 4,502 

2,623 

5,100 

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R7
（目標）

観光入込客数（万人）

（年）

共通基準による観光入込客統計（観光庁）

(１１) 奈良県観光総合戦略の実行

戦略目標（ＫＰＩ）

奈良県観光総合戦略に掲げる「世界中
に名を馳せる観光地・奈良」の実現に向
けて施策を推進します。

戦略目標（ＫＰＩ）
「世界中に名を馳せる観光地・奈良」を実現する施策の柱

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

観光振興の土台づくり

自然・歴史・文化資源や食の魅力の

創出と磨き上げ

快適な滞在環境整備の推進

奈良の多様な魅力の発信 首都圏や県内を中心に積極的な広報・宣伝の展開

県と関係市町村、事業者等との対話や観光産業人材の育成強化

宿泊施設の質と量の充実や受入環境の整備等による周遊・滞在型観光の促進

（１）観光振興の土台づくり (Administration)
（２）自然・歴史・文化資源の活用 (Attraction)
（３）楽しむ (Amusement)
（４）食の魅力 (Appetite)
（５）宿泊施設の質と量 (Accommodation)
（６）滞在環境の快適性 (Amenity)
（７）便利な交通・道路体系 (Access)
（８）プロモーションの強化 (Appeal)

市町村等による観光資源の磨き上げに資する取組への支援

世界フォーラムを契機として、ガストロノミーツーリズムの推進
ガストロノミーツーリズム
世界フォーラムの開催
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(１４) 平城宮跡歴史公園の整備

(１６) 自転車の周遊環境整備と安全利用

世界遺産周遊サイクルルートの整備等を
推進します。

戦略目標（ＫＰＩ）

世界遺産周遊サイクルルートの案内誘導サインの整備イメージ

（１３） 大宮通り・近鉄奈良駅周辺の景観・環境整備

〇大宮通りの景観・環境整備を引き続き進
めます。

〇近鉄奈良駅前の景観・環境整備を地元商
店街・地元自治会の人々と協力して進め、
令和４年度中に整備内容を決定することを
目指します。

戦略目標（ＫＰＩ）

現在の近鉄奈良駅前

街路樹イルミネーション

朱雀大路東側の歴史体験学習館は
令和７年度の完成を目指します。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

【朱雀大路東側】
歴史体験学習館整備の推進

【平城宮跡南側】公園整備の推進

にぎわいと誘客促進に向けた魅力
ある催しの実施

基本設計 詳細設計 建築工事、展示工事

整備計画策定 施設設計、造成工事 施設工事

歴史体験学習館整備イメージ

天平祭（春・夏・秋）

全国「みどりの愛護」のつどい

(１５) 中町「道の駅」の整備

令和５年度のオープンを目指します。

戦略目標（ＫＰＩ）

一般駐車場から西側の眺望を望む（イメージ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

土木施設（駐車場、バスターミナル等）

建築物（直売所、レストラン等）

造成工事

建築工事

外構工事
管理運営

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

世界遺産周遊サイクルルート等の整備

自転車走行環境の充実

自転車条例の普及・定着

案内誘導サイン等の設置

路面標示等の対策の工事

条例の広報・啓発、自転車安全教室の実施

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

大宮通りの景観・環境整備を推進

近鉄奈良駅周辺の環境整備を推進

植栽やイルミネーションなどによる大宮通りの景観・環境整備を推進

地域関係者と意見交換を行いながら環境整備を推進
広場の基本設計の実施、
建物の基本計画の策定

オープン
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Ⅱ 賑わう「都」をつくる ～奈良が有する自然・歴史・文化資源を活用し、

観光産業を振興する～

５．魅力向上・発信

令和７年までに観光消費額を
２,１００億円にします。

政策目標（ＫＧＩ）

(１７)食の振興

令和５年度までに奈良フードフェスティバ
ル１日当たり来場者数を１３,５００人/日
にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

戦略目標（ＫＰＩ）

(１８) 海外・東京プロモーションの展開

令和５年度までに海外及び国内向けホーム
ページ（「The Official Ｎａｒａ Travel Ｇｕｉｄｅ」、
「あをによしなら旅ネット」）の合計アクセス
者数を１４,０００千人/年にします。

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

おいしい奈良の「食」の魅力創造と
発信

ＮＡＦＩＣとＢＣＣとの連携推進

「食」と「農」を活かした地域活性化

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（東京プロモーション）
鉄道事業者と連携したプロモーション

（東京プロモーション）
首都圏における情報発信の強化

（海外プロモーション）
外国人目線に立った情報発信

1,105 
1,288 1,252 

1,470 
1,614 1,630 

1,786 1,807 

826 

2,100 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R7
（目標）

観光消費額（億円）

（年）

共通基準による観光入込客統計（観光庁）

9,346 
10,212 10,259 

11,111 11,665 

0 0 

13,500 

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R5
（目標）

奈良フードフェスティバル１日当たり来場者数（人／日）

（年度）

豊かな食と農の振興課調べ

県産食材の活用促進、県内飲食店の魅力発信、大規模な食イベントの開催

連携協定締結、具体的な交流の検討・実施

奈良県観光キャンペーンの実施

奈良まほろば館を活用した奈良の魅力発信と誘客促進

ＳＮＳを活用した奈良の魅力発信や海外メディア等への露出強化

10,795 11,324 
12,084 

9,638 

14,000 

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H29 H30 R1 R2 R5
（目標）

海外・国内向けホームページアクセス者数（千人）

（年度）

観光プロモーション課調べ

R2、3は新型コロ
ナ感染症防止の
ため開催中止

世界フォーラムを契機として、ガストロノミーツーリズムの推進
ガストロノミーツーリズム
世界フォーラムの開催
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(２０) 消防学校教育の充実、県内広域消防組織への支援

令和３年までに１１９番通報から病院が
受け入れるまでに要した時間を全国平
均よりも短縮します。

戦略目標（ＫＰＩ）

Ⅲ 愉しむ「都」をつくる ～県民が安心して快適に暮らし続けられる奈良をつくる～

６．「安全安心な地域」づくり

令和６年度までに「地域防災に対
する県民の満足度（地震、台風、
火災などへの対策がしっかりして
いること）」を３.００ポイントにします。

政策目標（ＫＧＩ）

大規模広域防災拠点（2,000m級滑走路付）
の早期整備に向けた取組を進めます。

戦略目標（ＫＰＩ）

(１９) 大規模広域防災拠点の整備

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

調査・設計・計画等

用地

工事

実施設計・道路設計・各種調査（地形測量、地質調査、環境調査等）、運用方針等作成

用地測量・補償調査等、用地買収

造成工事等

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

消防学校教育の充実

消防の支援

救急搬送の改善

Ⅲ期（約73ha）：2,000m級滑
走路を有する大規模広域防災拠点

Ⅱ期（約46ha）：600m級滑走
路を有する大規模広域防災拠点

【アクセス道路】都市計画手続き・事業実施

Ⅰ期：5haの平場を有する
広域防災拠点

39.4 39.4 39.3 39.3 39.5 39.5

44.1
(44位)

44.3
(44位) 43.0

(41位) 41.7
(40位) 40.7

(37位)
40.0

(36位)

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R３

（目標）

１１９番通報から病院が受け入れるまでに要した時間※（分）

救急・救助の現況（消防庁）

【目標】
全国平均

より短縮

高い災害対応能力・高度で専門的な知識を備えた消防職員・団員を育成

県内消防組織で必要な支援を実施

救急搬送ルールの適切な運用など、救急搬送時間の短縮に向けた取組を実施

2.89 2.89 2.92 2.90 2.93 2.97 2.96 2.96 2.97 3.01

2.67 2.72 2.77 2.83 2.83
2.93 2.91 2.89 2.90 2.99 3.00

2.0

2.5

3.0

3.5

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R6
(目標)

地域防災に対する県民の満足度(注１)

（地震、台風、火災などへの対策がしっかりしていること）

満足度平均(注２)

満足度

（ポイント）

（年度）

県民アンケート調査

（注１）５段階評価
（注２）県民の生活に関する満足度調査

における全項目の満足度の平均

※は数値が低い方が良くなる指標です。

（年）

全国平均 奈良県

（ ）は全国順位
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(２２) 土砂災害対策の推進

令和５年度までに土砂災害特別警戒区
域内に立地する「２４時間利用の要配慮
者利用施設」や「代替性のない避難所」を
保全する対策の着手数を３０カ所にしま
す。

戦略目標（ＫＰＩ）

(２３) 日本一災害に強い奈良県を目指す対策

奈良県で災害が起きても犠牲者を出さない
ようにします。

戦略目標（ＫＰＩ）

(２１） 大和川直轄遊水地と流域内水遊水地の整備

平成緊急内水対策事業において、令和７
年度までに１００年に１度の大雨に耐える
貯留量の着手率５０％を目指します。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

大規模広域防災拠点の整備

国土強靱化地域計画の推進

県民の避難行動力の向上
市町村と連携した正しい避難行動の周知、避難訓練の実施、

市町村における避難行動要支援者の個別避難計画策定支援等の実施

県・市町村が連携し、計画に基づく取組を推進

実施設計、道路設計、各種調査、運用方針等作成、用地測量、補償調査、
用地買収、造成工事 等 【アクセス道路】都市計画手続き・事業実施

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

土砂災害警戒区域等指定

土砂災害・防災情報システム改修

土砂災害対策施設の整備

林木への対策

土砂災害防止法に基づく２巡目基礎調査及び土砂災害警戒区域等の指定を推進

土砂災害・防災情報システムにおける情報発信改善に向けた
砂防系雨量観測システム更新の推進

「奈良県土砂災害対策施設整備計画（R1.10策定）」に
基づく着実な施設整備の推進

次期整備計画に基づく
着実な施設整備の推進

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

大和川直轄遊水地等の整備

奈良県平成緊急内水対策事業の
推進

河道掘削、堤防補強

洪水を一時的に貯留する100万㎥の遊水地等の整備の促進

市町村と連携して貯留施設等の整備を推進

河川整備計画に基づく河道掘削等の実施

林野火災消火訓練（御所市）

0.0 0.0 0.9

30.6

50.0
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10.0
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50.0

60.0

H30 R1 R2 R3 R7
（目標）

平成緊急内水対策事業の貯留量の着手率（％）

河川整備課調べ

H30.5に
キックオフ

（年度）

針広混交林化による防災機能の高い森林へ誘導、森林施業の推進

10

22

29 30

0
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40

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ５

(目標)

対策の着手数

砂防・災害対策課調べ

（カ所）

（年度）
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(２４) なら四季彩の庭づくりの推進

令和５年度までに奈良県植栽計画のエリ
ア数を６６エリアに増やし、全てのエリアに
おいて事業に着手します。

戦略目標（ＫＰＩ）

Ⅲ 愉しむ「都」をつくる ～県民が安心して快適に暮らし続けられる奈良をつくる～

７．「きれいな奈良県」づくり

令和６年度までに「景観に対する県
民満足度（自分の住む地域の景観
や町並みが美しいこと）」を３.５０ポ
イントにします。

政策目標（ＫＧＩ）

(２５) 馬見丘陵公園を誇らしい花の公園に整備

令和６年度までに馬見丘陵公園来園者数
を年間１２０万人にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

奈良県植栽計画（「なら四季彩の庭」
づくり）の推進

全県的な運動としての普及啓発

場所類型に沿った庭づくりの検討・推進、新規エリア等の検討

市町村や協定締結団体・地元活動団体への技術的・財政的支援

ＳＮＳ、ホームページ、ジャーナル、ステッカー･プレート等の掲出

48 51 54 54 56
60 60 60

36 37
45

50 51 51
56 56

66
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50
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70

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R5
（目標）

奈良県植栽計画のエリア数・着手エリア数（累計）

全エリア数 着手エリア数

（ｴﾘｱ）

（年度）

環境政策課調べ

2.89 2.89 2.92 2.90 2.93 2.97 2.96 2.96 2.97 3.01 

3.18 3.17 3.17 3.16 3.19 3.26 3.21 3.21 3.21 3.24
3.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R6
(目標)

景観に対する県民の満足度(注１)
（自分の住む地域の景観や町並みが美しいこと）

満足度平均(注２)

満足度

（ポイント）

（年度）

県民アンケート調査

（注１）５段階評価
（注２）県民の生活に関する満足度調査

における全項目の満足度の平均

926 
1,017 1,016 

1,021 

975 
1,112 1,115 

1,200 
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700
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1,100
1,200
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1,400

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R6
（目標）

馬見丘陵公園来園者数（千人）

（年度）

公園緑地課調べ

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

やまと花ごよみイベントの開催

花街道の創出

ハナモモの丘休憩所の整備

季節に応じた花をテーマとしたイベントの開催

池部駅から北エリアまでの区間における花街道の創出

実施設計 工事 完成予定
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令和６年度までに地域の河川サポート
事業参加団体を１９７団体にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

(２６) きれいな川づくり

戦略目標（ＫＰＩ）

令和３年度に大和川（支川含む）の水質
ＢＯＤにかかる環境基準達成率を１００％
にし、以降も１００％を維持します。

（注）環境基準達成率(%)＝環境基準達成地点数／大和川環境基準点21地点

令和４年度までに一般廃棄物のリサイク
ル率を２３.０％にします。

戦略目標（ＫＰＩ）
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87.5 87.7 88.8 89.4 89.9 89.3 89.8 91.9

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
（目標）

汚水処理人口普及率とBOD環境基準達成率

BOD環境基準達成率

汚水処理人口普及率

（%）

（年度）

国土交通省・環境政策課調べ

176 179 176 
181 178 178 

170 

197 

160

170

180

190

200

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R6
（目標）

地域の河川サポート事業参加団体数（団体）

（年度）

水資源政策課調べ

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

きれいな川辺づくり・遊歩環境の
改善

大和川の水のきれい化

川のゴミ削減

親水空間の整備や適切な維持管理の推進

地域団体等との普及啓発等（ＰＲ看板）の推進、合併浄化槽転換（市町村補助）

参加団体や面積の増加に向け団体への働きかけやＰＲ活動を推進、大和川一斉清掃

20.6 20.4 20.3 20.2 19.9 19.6

15.6
(39位)

15.5
(40位)

15.2
(42位)

16.3
(32位)

16.3
(32位)

16.2
(30位)

23.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R4
(目標)

一般廃棄物のリサイクル率（％）

（年度）

一般廃棄物処理実態調査（環境省）

全国 奈良県

（ ）は全国順位

（２７) 道路の無電柱化

「奈良県無電柱化推進計画」の対象道
路（約１９ｋｍ）において、令和７年度ま
でに電線共同溝整備率を３５％にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

無電柱化の促進

電線共同溝工事の実施

市町村への無電柱化事業実施に向けた技術的支援等

奈良橿原線、三輪山線、畝傍駅前通り線等

11 13 15 

35 

0

10

20

30

40

50

R1 R2 R3 R7
（目標）

電線共同溝整備率（%）

（年度）

道路建設課調べ
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(２８) 土地利用とまちづくり

都市・農村・森林が共生できる「新たな土地
利用の仕組み」を構築します。

戦略目標（ＫＰＩ）

(２９) 奈良県のすまい方改善

Ⅲ 愉しむ「都」をつくる ～県民が安心して快適に暮らし続けられる奈良をつくる～

８．くらしやすいまちづくり

県民アンケート調査における、奈良
県を「住みやすい」と感じている県民
の割合を向上させます。

政策目標（ＫＧＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

桜井県営住宅の建替整備
（近鉄大福駅周辺地区まちづくり）

住生活基本計画・奈良県住生活ビ
ジョンの改定等

居住支援の取組 福祉団体等との連携、民間賃貸住宅のセーフティネット住宅登録の促進に向けた取組

すまい方改善に係る地域別課題の検討、奈良県住生活ビジョンに基づく施策の実施

除却
工事

文化財発掘調査
第２期

造成工事
第２期建築工事

令和６年度末までにセーフティネット住宅
の県内の延べ総供給戸数を５,２００戸に
します。

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

新たな土地利用の仕組みの構築

都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針

土地利用に関する
条例制定・計画策定

区域区分の変更検討・国との協議・都市計画法定手続き

土地利用に関する条例・計画に基づく施策の実施

奈良県土地利用に関する懇談会の様子

64.1 63.5 64.1 63.3 64.3 64.4 64.9 63.8

69.9
66.7

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標

「住みやすい」と感じている県民の割合（％）

（年度）

県民アンケート調査

向上

戦略目標（ＫＰＩ）

988 

5,200 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

R2 R6
（目標）

セーフティネット住宅延べ総供給戸数（戸）

（年度）

住まいまちづくり課調べ

奈良県住生活ビジョンの改定
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(３１) 自治会等との連携協力強化

令和６年度までに県内で地域自治協議会
（まちづくり協議会）が６０以上結成される
よう、情報共有などにより促進します。

戦略目標（ＫＰＩ）

(３０) 県内の交通サービスの確保と利便向上

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

県と自治会との連携協調の取組の
充実

自治会活動に役立つ情報の集積・
共有化を図る

地域の防犯・防災活動を支援

県自治連合会や各自治会の活動を支援

奈良県自治会ジャーナルの発行

安全・安心まちづくりアドバイザーの派遣

39 40 42

60

0
10
20
30
40
50
60
70
80

R1 R2 R3 R6
（目標）

県内の地域自治協議会（まちづくり協議会）数
（協議会）

（年度）

政策推進課調べ

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

公共交通の維持・充実

公共交通のバリアフリー化の推進
鉄道駅のバリアフリー化に取り組む鉄道事業者への支援

ノンステップバス、ユニバーサルデザインタクシーの導入支援

○県内の対象鉄道駅※のバリアフリー化率
（段差解消率）を令和７年度までに１００％
にします。

○ノンステップバス車両の導入率を令和７年
度までに８０％にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

※ 対象鉄道駅：
・利用者数3,000人／日以上
・利用者数2,000人以上3,000人未満／日で市町村のバリアフリー基本
構想において生活関連施設に位置付け

「エリア公共交通検討会議」における協議
公共交通が観光・福祉など関係分野にもたらす効果の実証・活用

鉄道駅等を住民の交流の場や観光案内所として活用する取組を支援

73.4 75.0
77.4

82.3 83.9
81.3

100.0

68.1
70.2 71.4 72.6 73.2

80.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R7
（目標）

鉄道駅・バス車両のバリアフリー化率（%）

（年度）

リニア推進・地域交通対策課調べ(注)R3より対象駅の範囲が拡大

(注)
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(３２) 子育て家庭への支援

Ⅲ 愉しむ「都」をつくる ～県民が安心して快適に暮らし続けられる奈良をつくる～

９．地域で子どもを健やかに育てる

令和６年度までに「安心して子どもを
生み育てられる環境が整っている」
ことについて、育児期の県民満足度
を３.５０ポイントにします。

政策目標（ＫＧＩ）

2.99 3.06 3.02 3.00 
3.50 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

H29 H30 R1 R2 R6
(目標)

「安心して子どもを生み育てられる環境が整って

いる」ことについての育児期の県民満足度
（ポイント）

（年度）

県民アンケート調査

令和５年度までに子育てに心理的・精神的
な不安感・負担感を感じている母親の割合
を４０.０％以下にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

令和７年度までにひとり親世帯（母子家庭）
の就業率を９５.０％にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

妊娠期からの切れ目ない子育て支援

多様な主体による子育て支援環境の
整備

ひとり親家庭等の就業による自立支
援、子育て・生活支援

市町村子ども家庭総合支援拠点設置促進、地域子育て支援拠点の拡充
ファミリーサポートセンターによる取組の充実

「なら子育て応援団」子育て支援情報の発信、体罰等によらない子育て応援

奈良っ子はぐくみジャーナルの発行、養育費確保、面会交流取り決め支援
「ひとり親コンシェルジュ」制度の創設・運用

「なら子育て応援団」
奈良っ子はぐくみキャンペーン

奈良っ子はぐくみセーフティネットシステムの構築 同システムの運用

90.6 91.4

95.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

H26 R1 R7
（目標）

ひとり親世帯（母子家庭）の就業率（%）

（年度）

奈良県子どもの生活に関する実態調査

46.0
49.8

40.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

H25 H30 R5
（目標）

子育てに心理的・精神的な不安感・負担感

を感じている母親の割合※
（%）

（年度）

奈良県結婚・子育て実態調査
※は数値が低い方が良くなる指標です。
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(３３) 就学前児童のはぐくみ

(３４） 地域での子どもの多様なはぐくみ

令和７年度までに県内全ての小学校区に
「こども食堂」の設置を目指します。

戦略目標（ＫＰＩ）

※は数値が低い方が良くなる指標です。

令和６年度末までに保育所等入所待機
児童を０にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

令和６年度までに奈良県版就学前教育
プログラム「はばたくなら」活用率を８０％
にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

保育施設整備の推進

保育人材の確保・定着

奈良っ子はぐくみプロジェクトの推進

潜在保育士の就職促進、キャリアパスに基づく体系的な研修実施等

認定こども園や小規模保育事業等の地域の実情に応じた受入体制の整備

「はばたくなら」実践事例集及び普及啓発誌「はばたきの詩」の発行、
施設類型を超えた一体的な研修等

奈良県版自然保育認証制度の創設・普及

253 260 
287 

201 198 201 

132 

0 
0

50
100
150
200
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300
350

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R6
（目標）

保育所等入所待機児童数※（人）

（年度）

奈良っ子はぐくみ課調べ

32.5
45.8

80.0

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

R1 R2 R6
（目標）

奈良県版就学前教育プログラム

「はばたくなら」活用率
（％）

（年度）

奈良っ子はぐくみ課調べ

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

多様な人による「はぐくみ活動」
を促進

安心・安全なこども食堂の普及
を推進

放課後児童クラブ運営内容の
向上・充実

こども食堂等による地域づくりの推進、県コーディネーターによる開設・運営支援

こども食堂認証制度の創設・普及

施設整備の支援、指導員確保の支援、資質向上の支援

「こども食堂」奈良っ子
はぐくみキャンペーン

8.5
15.3 18.4

100.0

25.1
34.6

22.4

0

20

40

100

H28 H29 H30 R1 R2 R3.12 R7
（目標）

小学校区のこども食堂設置率（%）

（年度）

こども家庭課調べ
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(３６) 子どもの通学通園路の安全確保

※は数値が低い方が良くなる指標です。

(３５) 児童虐待防止と社会的養護

令和６年度までに児童生徒を対象とした交
通安全教室の実施率を１００％にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年

市町村との連携

交通安全教育の充実

交通環境の整備

各市町村の通学路合同点検への同行や対策メニューの提案

通学通園路デジタルマップによる、より安全な通学通園路の検討

学校安全講習会や交通安全教室等による安全教育の実施

防護柵の設置、横断歩道の補修・高輝度化等ハード面の整備

94.9 93.9

62.4

73.8
83.3

71.0

100.0
100.0 92.7

76.2

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

H30 R1 R2 R6
（目標）

児童生徒を対象とした交通安全教室の実施率

小学校 中学校 高等学校

（%）

（年度）

保健体育課調べ

令和４年度までに児童福祉司１人当たり
の児童虐待相談対応件数を４０件以下に
します。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

虐待の未然防止

虐待発生後の対応強化

県・市町村の体制強化

児童相談所ＳＮＳ相談体制の整備・運用
次期ＤＶ防止・被害者支援計画の策定・運用、ヤングケアラーへの支援

施設入所児童の自立支援、里親制度の普及促進

児童福祉司等専門職の確保、市町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進

施設退所者等の実態調査

35.2 40.5 41.4
46.7

50.7 48.4

70.7 73.4

54.9 58.9 59.1
53.4

40.0

25.0
35.0
45.0
55.0
65.0
75.0
85.0

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R4
（目標）

児童福祉司１人当たりの

児童虐待相談対応件数※

全国 奈良県

（件）

（年度）

厚生労働省調べ
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Ⅲ 愉しむ「都」をつくる ～県民が安心して快適に暮らし続けられる奈良をつくる～

１０．女性活躍の推進

令和７年度までに就業を希望した人
（女性・２０～６４歳）が就業している
割合を９０.０％にします。

政策目標（ＫＧＩ）

(３７） 女性の幸せ応援プロジェクト

令和７年度までに第１子出産前後の女性
の継続就業率を７０.０％にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

県内企業とともに進める女性活躍の
推進

新たな分野にチャレンジする女性へ
の支援

「なら女性活躍推進倶楽部」と連携した会員企業と女性のマッチング支援

女性のキャリア継続・キャリアアップ支援

支援団体と連携した起業を目指す女性の活躍支援

39.6
52.8

70.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

H25 H30 R7
（目標）

第１子出産前後の女性の継続就業率（%）

（年度）

奈良県結婚・子育て実態調査

81.8

85.8

78.3

84.6

90.0

70.0
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80.0

85.0

90.0

95.0

H24 H29 R7
(目標)

就職を希望した人が就業している割合

（女性・２０ｰ６４歳）

全国 奈良県

（％）

（年度）

就業構造基本調査（総務省）
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(３８) 京奈和自動車道等の整備

(３９) 大和平野中心部の道路整備（国道１６３号・国道１６８号と周辺道路）、(４０)大和平野中心部の道路
整備（大和中央道・阪奈道路結節点）、（４１） アンカールート国道１６８号の整備、（４２）アンカールート国
道１６９号の整備、(４３)大和平野東部の道路整備

Ⅳ 便利な「都」をつくる ～県土マネジメントを推進し、効率的で便利な交通基盤をつくる～

１１．道路整備

令和７年度までに奈良県管理道路
の道路整備率を４８.３％にします。

政策目標（ＫＧＩ）

国とＮＥＸＣＯ西日本による事業推進と
ともに、県は、地元や地権者との調整に
協力します。また、西九条佐保線と一体
的に用地買収を推進します。

戦略目標（ＫＰＩ）

令和７年度までに骨格幹線道路ネットワー
クの線的整備箇所(注)の整備率を５３％にし
ます。

戦略目標（ＫＰＩ）

(注)線的整備箇所・・・骨格幹線道路ネットワークを形成する路線のうち、
未改良区間及び未事業化区間

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

大和御所道路（橿原北IC～橿原高
田IC）の整備推進

大和北道路（（仮称）奈良IC～郡山
下ツ道JCT）の整備推進

（都）西九条佐保線の整備推進

工事推進（事業者：国）

用地・工事推進（事業者：国・ネクスコ西日本）

用地・工事推進（事業者：県）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

骨格幹線道路ネットワークの形成 路線の線的整備等の推進

42 43
53

20

30

40

50

60

70

R2 R3 R7
（目標）

骨格幹線道路ネットワークの線的整備箇所の

整備率

（％）

（年度）

道路建設課調べ

59.9 61.8 59.9 61.4 60.4 63.6 60.7

40.6
(45位)

40.7
(46位)

38.4
(46位)

39.6
(46位)

38.7
(46位)

41.1
(46位) 31.2

(47位)

48.3

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R7 
(目標)

都道府県管理道路の道路整備率（％）

（年度）

道路統計年報（国土交通省）
全国 奈良県

（ ）は全国順位

大和御所道路（橿原北IC～橿原高田IC）の工事状況

至 和歌山

至 京都

至

大
阪
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(４４) 道路の維持管理の計画化・体系化、(４５) 奈良県の新しい道路整備の仕組、
(４６) 円滑な用地買収・用地補償

令和５年度までに道路の供用目標の宣言
箇所において、計２７箇所（延長５.０ｋｍ）
を供用します。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

調査路線における道路整備の必要
性の確認

奈良県経済の進展に対応した目的
志向の道路整備

安全・安心を支える道路整備

道路整備による目的貢献度の調査、ルート比較による候補路線の抽出

企業立地・観光振興・まちづくりに資する道路整備の推進

災害に強い道路整備・老朽化対策・交通安全対策の推進

12

25 27

0
5

10
15
20
25
30

R2 R3 R5
（目標）

道路の供用目標の宣言箇所における

供用箇所数（累計）
（箇所）

（年度）

道路建設課調べ
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（４７） 近鉄西大寺駅の高架化・近鉄奈良線の移設

(４８) ＪＲ新駅の設置と鉄道高架化

Ⅳ 便利な「都」をつくる ～県土マネジメントを推進し、効率的で便利な交通基盤をつくる～

１２．鉄道整備
１３．バス輸送環境整備

公共交通機関の利用に関して満足
していない県民の割合を減らします。

政策目標（ＫＧＩ）

新駅設置の検討や鉄道線形の検討等、
計画の具体化に向けた協議・検討を進
めます。

戦略目標（ＫＰＩ）

戦略目標（ＫＰＩ）

八条・大安寺周辺地区において、京奈和
自動車道（仮称）奈良ＩＣとＪＲ関西本線新
駅を核とした、地域資源を活用した魅力
あるまちづくりに取り組んでいきます。

※は数値が低い方が良くなる指標です。

<踏切道改良計画に記載した大和西大寺駅高架化・近鉄奈良線移設事業の内容>

※新駅は別途協議、線形は確定していない。

32.7 32.4 32.7

37.8

32.5

36.9 36.9

40.5

36.3 35.3

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標

公共交通機関の利用に関して満足していない

県民の割合※
（％）

（年度）

県民アンケート調査

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ＪＲ新駅整備

鉄道高架化

関係者調整

工事

詳細設計

減少

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

踏切道改良計画の具体化に向けた
検討

連続立体交差事業認可に向けた調査・計画

県・市・近鉄で協議・検討
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(４９) リニア中央新幹線「奈良市附近駅」の早期確定と関西国際空港接続線

〇リニア中央新幹線の駅位置・ルートの早期
確定を目指します。

〇リニア中央新幹線・関西国際空港接続線
構想の具体化に向けた検討を進めます。

戦略目標（ＫＰＩ）

地域の多様な関係者が参画する「エリア
公共交通検討会議」における協議を通じ、
多様な交通サービスと連携し、地域に最
適な交通体系の構築に向けた取組を進
めます。

戦略目標（ＫＰＩ）

(５０) 路線バス輸送サービスの改善とバス停アメニティの向上

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

広域バス路線の維持・充実

バス停の高機能化

デジタル技術の活用

「公共交通とまちづくり等の検討プロセス」による見直し・改善

バス停の高機能化とともに、地域の施設と連携した利用促進策等の実施

自動運転・MaaS等の交通サービスの検討

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

駅位置・ルートの早期確定に向けた
要望活動等の実施

駅位置・ルートの公表に向けたＪＲ
東海との協力・連携

リニア中央新幹線・関西国際空港接
続線構想の検討

駅位置・ルートの早期確定に向けた活動

ＪＲ東海との協力・連携

構想の具体化に向け調査・検討

■リニア中央新幹線ルート概念図

奈良市附近

バス停改良（法隆寺参道） 隣接する観光案内所に
おけるバス情報の表示
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(５１) 健康増進施策の推進

Ⅴ 健やかな「都」をつくる ～健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む、

誰もが健やかに暮らせる地域をつくる～

１４．健康寿命日本一を目指した健康づくり

令和４年までに県民の健康寿命
（６５歳平均自立期間）を男女とも
に日本一にします。

政策目標（ＫＧＩ）

令和４年度までに野菜摂取量を男女とも
に３５０ｇにします。

戦略目標（ＫＰＩ）

令和５年度までに６５歳平均要介護期間

を男女ともに全国平均以下にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

17.28
18.43

17.62
(5位)

19.01
(3位)20.43

21.52
(25位)

20.51
(19位) 21.52

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R4
（目標）

健康寿命（65歳平均自立期間）

全国（男性） 奈良県（男性）

全国（女性） 奈良県（女性）

（年）

（年）

健康推進課調べ

301.4 297.0
284.2286.7

(34位)

267.2

279.1
(30位)

285.0

280.2

270.0277.8
(27位) 242.2

263.5
(26位)

350

230.0

260.0

290.0

320.0

350.0

H18-22 H24 H28 R4
(目標)

野菜摂取量

全国（男性） 奈良県（男性）

全国（女性） 奈良県（女性）

（ｇ）

（年）

国民健康・栄養調査（厚生労働省）（ ）内は全国順位

1.61

1.62
1.57

(18位)

1.72
(39位)

1.4

3.39

3.403.33
(21位)

3.70
(44位)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R5
（目標）

６５歳平均要介護期間※

全国（男性） 奈良県（男性）

全国（女性） 奈良県（女性）

（年）

（年）

健康推進課調べ（ ）内は全国順位

目標
全国平均

以下

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

減塩・野菜摂取の推進

運動の推進

平均要介護期間の短縮

スーパーマーケットとの協働による 「中食」の減塩・野菜増量

だれでもいつでもどこでもスポーツできる環境づくり

住民運営の通いの場の普及拡大

（ ）内は全国順位

目標
全国１位

※は数値が低い方が良くなる指標です。
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(５３) 高齢者の安全安心で人生を楽しめるくらしづくり

(５２) がん対策の推進

令和９年までにがんの７５歳未満年齢調整
死亡率を全国一低くします。

戦略目標（ＫＰＩ）

令和６年度までに県民アンケートにおけ
る高齢者（６０歳以上）の「現在の暮らし
向きの実感」 の満足度７０.０％を目指し
ます。

戦略目標（ＫＰＩ）

※は数値が低い方が良くなる指標です。

79.0 78.0 76.1 73.6 71.6 70.0 69.6 

75.8 
(14位)

72.3 
(9位)

71.8 
(12位)

67.6 
(6位)

65.1 
(4位)

63.9 
(4位)

64.3 
(7位) 目標

全国一

低くする

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R9
（目標）

がんの７５歳未満年齢調整死亡率※（人口１０万対）

（年）

がん情報サービス（国立がん研究センター）

全国 奈良県

（ ）は全国順位

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

がん検診の推進

データに基づいたがん対策の充実
及び診療情報の見える化の推進

がん医療提供体制の整備

がん検診受診率向上に向けた「がん検診を受けよう！」奈良県民会議の活動、
普及啓発の充実、働き盛り世代のがん検診受診率向上のための取組の推進

職域のがん検診データの
情報共有と分析

「がんネットなら」の公表データ更新
がん検診の精度管理向上のための取組の推進

がんゲノム医療提供体制の強化、がん医療機関と生殖医療施設間の連携

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

生涯学習、スポーツ・文化活動の推進

移動手段の確保・移動支援の推進

介護分野への参入促進の取組強化

ならシニア元気フェスタの開催、老人クラブ活動支援

市町村等が主体となるオンデマンド型コミュニティタクシーの実証運行等を支援

介護体験出前講座の実施、介護のお仕事入門研修の実施、
介護事業所とのマッチング

62.6 63.4 62.1
64.6 65.0

67.6
70.0

50.0

55.0
60.0

65.0
70.0

75.0
80.0

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R6
（目標）

高齢者（６０歳以上）の

「現在の暮らし向きの実感」の満足度（%）

（年度）

県民アンケート調査
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・全国のモデルとなる地域医療
構想を実現します。

・令和４年の人口１０万人当たり
医療施設従事医師数を平成
３０年に比べて１０％増加させ
ます。

(５４) 国保の県営化の円滑な推進

令和６年度の県内保険料水準統一化を
目指します。

(５５) 地域医療構想の推進、医師確保計画の推進

戦略目標（ＫＰＩ）

Ⅴ 健やかな「都」をつくる ～健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む、

誰もが健やかに暮らせる地域をつくる～

１５．地域医療の総合マネジメント・地域包括ケアの充実

医療に対する県民の満足度（急病時
に診てもらえる医療機関があること）
を毎年度向上させます。

政策目標（ＫＧＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

「断らない病院」「面倒見のいい病
院」の機能強化・連携推進

病院勤務医の勤務環境の改善

不足する診療科等の医師養成

医療機関の機能分化と連携の推進、病院の診療機能・医療データの見える化の推進

医師の働き方改革の推進

修学資金制度の運用、へき地勤務医師の確保・養成

地域包括ケアシス
テムを支える「面
倒見のいい病院」

救急医療や高度
医療に責任を
持って対応する
「断らない病院」

2.89 2.89 2.92 2.9 2.93 2.97

2.96 2.96 2.97 3.01

2.75 2.73 2.80 2.84 2.84
2.95

3.01 3.00 2.99 3.03

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標

医療に対する県民の満足度(注１)

（急病時に診てもらえる医療機関があること）

満足度平均(注２)

満足度

（ポイント）

（年度）

県民アンケート調査

目標
毎年度向上

（注１）５段階評価
（注２）県民の生活に関する満足度調査

における全項目の満足度の平均

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

市町村との協議により策定した保険
料方針の着実な実行

医療費適正化計画の推進

医療ニーズに対応した医療提供体
制の整備

令和６年度の国保保険料水準の統一を目指し、計画的・段階
的な保険料改定を、各市町村が着実に実行

国保保険料水準
の統一

医療費適正化計画において定めた国保保険料水準と整合し
た医療費目標の達成に向け、医療費適正化の取組を推進

地域医療構想に基づく病院機能の分化・連携、医療提供体制
の均てん化等の取組を推進

212.9 219.0 226.5 233.6

240.1
246.7

207.1
(27位)

213.7
(27位)

217.9
(28位)

225.7
(27位)

243.1
(22位)

258.5
(20位)

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

300.0

H20 H22 H24 H26 H28 H30 R4
（目標）

人口１０万人当たり医療施設従事医師数（人）

（年）

医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省）

全国 奈良県

（ ）は全国順位

目標
H30年に
比べて

10%増加

戦略目標（ＫＰＩ）
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主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

医療費分析

医療費適正化の取組の推進

(５７) 医療費適正化

令和５年度の奈良県の県民医療費を
４，８１３億円以下にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

(５８) 地域包括ケア・在宅医療の充実

(５６) 新型コロナウイルス感染症対策

感染経路の詳細分析をさらに進め、類型ご
との注意事項をメッセージとしてわかりやす
く発信することで、県民の皆様に用心して
「うつらない、うつさない」行動を心がけてい
ただくよう呼びかけ、感染症対策と経済の
両立を目指します。

戦略目標（ＫＰＩ）

在宅（自宅・老人ホーム）で亡くなる人の
割合を毎年増加させます。

戦略目標（ＫＰＩ）

地域差・疾病別分析、医療費増加要因分析の推進

後発医薬品の使用促進や糖尿病重症化予防、
特定健康診査の実施率の向上等の具体的取組を推進

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

南和における在宅医療・介護連携を促進

退院調整ルールの広域調整の推進

「奈良県高齢者福祉計画及び第8期
介護保険事業支援計画」の推進

訪問看護の充実・強化、在宅医療の支援強化、ＡＩを活用した高齢者支援を推進

全地域での退院調整ルールの効果的な運営のための地域を越えた調整の推進

第８期計画に基づいた県民・市町村・関係機関と
連携・協働した施策の推進

第９期計画の推進

17.4 18.2 18.6 19.0 19.9 20.7 21.7 22.2
24.9

21.2
(4位)

21.2
(5位)

22.3
(4位)

22.5
(4位)

22.6
(7位)

24.1
(4位)

24.5
(6位)

23.7
(11位)

27.1
(6位)

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 目標

在宅（自宅・老人ホーム）で亡くなる人の割合（％）

（年）

人口動態調査（厚生労働省）

目標
毎年増加

全国 奈良県

（ ）は全国順位

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

病床・宿泊療養施設の確保

ワクチン接種の着実な推進

通常医療の確保に努めながら入院病床、宿泊療養室を確保、運用

接種を希望される方への接種機会を提供

感染症指定医療機関

※は数値が低い方が良くなる指標です。

第9期計画の策定

4,745 

4,813 

4,600
4,650
4,700
4,750
4,800
4,850
4,900

医療費適正化

計画期間前（Ｈ２９）

医療費適正化

計画目標（Ｒ５）

奈良県の県民医療費※（億円）

（年度）

計画期間前（H29）実績：国民医療費（厚生労働省）

目標

医療費適
正化の取
組により

抑制
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(５９) 県立医大の移転、医大病院施設・外来棟の整備

(６０) 西和医療センターの移転・再整備の検討

令和６年度中に新キャンパス先行整備を
竣工します。

戦略目標（ＫＰＩ）

令和５年度までに新西和医療センター
整備基本計画を策定します。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

新キャンパス先行整備

新キャンパス継続整備及び現キャン
パス機能充実の検討

造成工事及び建築工事

新キャンパス継続整備、医大附属病院新外来棟等の整備検討

新キャンパス先行整備イメージ

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

新西和医療センター整備基本計画
の策定

西和医療センターと総合医療セン
ター・総合リハビリテーションセン
ター・他の医療機関との連携・役割
分担の推進

基本計画の策定

連携・役割分担に向けた協議・調整

現在の西和医療センター

第３期中期目標・
中期計画の策定と

ともに今後検討予定

竣工
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Ⅴ 健やかな「都」をつくる ～健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む、

誰もが健やかに暮らせる地域をつくる～

１６．福祉の充実

令和６年度までに「地域のつながり
に対する県民の満足度（住んでいる
地域において互いに見守り、助け合
うなど、つながりが感じられること）」
を３．２ポイント以上にします。

政策目標（ＫＧＩ）

(６１) 日本一福祉の進んだ地域を目指す「福祉の奈良モデル」の構築

2.93 2.97 2.96 2.96 2.97 3.01

2.98 3.04 3.00 3.05 3.02 3.08 3.20

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R6
(目標)

地域のつながりに対する県民の満足度(注１)
（住んでいる地域において互いに見守り、助け合うなど、つながりが感じられること）

満足度平均(注２)

満足度

（ポイント）

（年度）

県民アンケート調査

（注１）５段階評価
（注２）県民の生活に関する満足度調査

における全項目の満足度の平均

4 5 6 5 

14 

0
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12
14

H29 H30 R1 R2 R8
（目標）

コミュニティソーシャルワーカー配置市町村数（市町村）

（年度）

地域福祉課調べ

令和８年度までにコミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）配置市町村を１４市町村
にします。

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

CSWの養成

市町村におけるCSWの活用を支援

包括的支援体制整備の支援

県社会福祉協議会と協働して養成研修を実施

ＣＳＷの活動実態を調査・分析し、活用に向けた個別支援を実施

市町村地域福祉計画策定支援、セミナー実施、体制整備を協働して検討

戦略目標（ＫＰＩ）
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0 0 
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R2 R3 R5
（目標）

重症心身障害児者地域支援センター設置数

（Ｒ２～累計）

（カ所）

（年度）

障害福祉課調べ

令和５年度までに重症心身障害児者地
域支援センター（居場所）を３カ所設置し
ます。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

県中部・東部・南部における居場所
づくり

県重症心身障害児者支援センター
による相談支援・関係機関との連絡
調整

人材育成

居場所づくりの検討、居場所の設置・受入

広域的・専門的な相談支援、関係機関との連絡調整等の実施

医療的ケア児等支援者・コーディネーターの養成、支援を担う福祉人材等の育成

令和５年度までに医療的ケア児等コー
ディネーターを１１０人養成します。

戦略目標（ＫＰＩ）

(６２) 重症心身障害児(者)の居場所の確保

37 
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98 
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R1 R2 R3 R5
（目標）

医療的ケア児等コーディネーター養成

研修修了者数（累計）
（人）

（年度）

障害福祉課調べ

(６３) 出所者の更生・就労支援

一般財団法人かがやきホームで雇用した
出所者等について、雇用期間満了後の
有職率（就業・起業など）を令和６年度か
ら１００％にします。

※R2年度は2名、R3年度以降毎年2名の雇用を予定
※雇用期間は3年間、期間途中での転職等の場合を100%として点線で表示
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(目標)

財団の雇用者数と雇用期間満了後の有職率

雇用者数

雇用期間満了後の有職率

（％）

（年度）

（一財）かがやきホーム調べ

（人）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

出所者の就労の場づくりの推進

更生支援の推進

矯正施設出所者等の資格取得支援

財団における就労研修・社会的な教育の実施

各種検討会による更生支援の技術的知見の蓄積

資格・免許取得経費の補助

戦略目標（ＫＰＩ）
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(６５) 奈良県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催に向けての検討

(６４） スポーツ振興ビジョンの推進

Ⅴ 健やかな「都」をつくる ～健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む、

誰もが健やかに暮らせる地域をつくる～

１７．だれでもいつでもどこでもスポーツできる環境づくり

令和４年度までに、運動習慣者（１日
３０分以上の運動・スポーツを週２日
以上している人）の割合について、
５０％以上にします。

政策目標（ＫＧＩ）政策目標（ＫＧＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

大会開催準備

スポーツ拠点施設の整備

選手、監督、競技役員等の養成

令和１３年の大会開催を契機に、より多くの
県民がスポーツや健康づくりに関心を持ち、
将来にわたって地域や県民一人ひとりが活
き活きと元気になる環境づくりを目指します。

戦略目標（ＫＰＩ）

実施計画等策定 設計 着工

大会基本構想の検討・競技会場地の選定・
全市町村が参画し、開催効果が拡がる仕組みや取組みの検討 等

第85回国民スポーツ大会・第30回全国障害者スポーツ大会奈良県準備委員会設立総会

競技団体と連携した人材の確保・養成

令和４年度までにスポーツイベント（総合型
地域スポーツクラブ交流大会等）の参加者
数を１０，０００人以上にします。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（仮称）奈良県スポーツ推進条例の制定
奈良県スポーツ推進計画の策定・推進

総合型地域スポーツクラブによる地域
スポーツの推進

地域のスポーツに関わる人材の育成

スポーツ推進計画の推進

総合型地域スポーツクラブの活動の質的充実に対する支援

地域のスポーツに関わる人材育成方策の検討及び実践

条例、計画の検討と
制定・策定
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運動習慣者の割合

男性 女性

（％）

（年度）

なら健康長寿基礎調査（健康推進課）
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スポーツイベントの参加者数（人）

（年度）

スポーツ振興課調べ

新型コロナウイル
ス感染防止のた
めイベント中止に
よる影響

目標
50%以上
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(６６) まほろば健康パークの機能強化

令和９年度の開園を目指して、民間活力
導入により、まほろば健康パークの区域を
拡張します。

戦略目標（ＫＰＩ）

主な取組 令和４年度 令和５年度 令和６年度

民間活力の導入による事業化推進

公園拡張区域の整備

雨水調整池の整備

民間活力導入手続き

実施設計

実施設計 工事

まほろば健康パーク拡張区域整備イメージ

事業者決定
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