
令和４年度 第２回 豊島区政策評価委員会 次第 

令和 5年 3月 17 日（金）  

15 時 30 分から  

於：庁議室（庁舎 5階）  

１．開 会 

２． 議 事  

（１） 令和 5年度施策評価表について 

（２） その他 

---------------------------------------------------------------------------- 

【資 料】  

 資 料１ 令和５年度施策評価表（案） 

 資 料２ 「期待する効果がどの程度達成されたか」についての具体的事例 

（事務局試案） 

【参考資料】 

 参考資料１  第１回政策評価委員会会議録 



 資料1

後期計画策定時 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

目標値

実績値

達成率

後期計画策定時 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

目標値

実績値

達成率

３.　政策

令和４年度（令和５年度実施）　施策評価表（案）
１.　施策名

２.　地域づくりの方向

４.　評価責任者

５.　施策関連課

６.　目指すべきまちの姿

７.　取組方針

取組方針①

取組により期待する効果

取組方針②

取組により期待する効果

具体的な取組み

[期待する効果がどの程
度達成されたか」につい
ての具体的事例

※取組の実施によってまちや区民・関係団体等にどのような変化や効果があったのか具体的に事例を記載してくださ
い。
※区が実施した内容の記載は不要です。

令和4年度
達成状況

９.今後の方針 ・評価結果をふまえての来年度の方針

８.取組方針の指標達
成状況

＊指標は施策の進捗
状況を測る参考指標）

成果を測る参考指標

令和4年度
達成状況

活動指標



10.施策を構成する事務事業

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業

事業

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業

事業

事業

事業

事業整理番
号

取組方針

事業名 項目

事業費合計（千円）

うち一般財源（千円）

総合評価

計画事業 今後の事業の方向性

事業費合計（千円）

うち一般財源（千円）

総合評価

計画事業 今後の事業の方向性

事業整理番
号

取組方針

事業名 項目

計画事業 今後の事業の方向性

事業費合計（千円）

うち一般財源（千円）

総合評価

計画事業 今後の事業の方向性

事業費合計（千円）

うち一般財源（千円）

総合評価

事業費合計（千円）

うち一般財源（千円）

総合評価

計画事業 今後の事業の方向性

事業費合計（千円）

うち一般財源（千円）

総合評価

計画事業 今後の事業の方向性



「期待する効果がどの程度達成されたか」についての具体的事例（事務局による試案） 資料２

No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

地域団体等との協働及び相互連携の
推進

①区民参加の機会の充実②地域団体等の活動や
相互ネットワークづくりへの支援

複数町会が合同開催するイベントの事例や
NPOが相互連携し一つの事業を行っている事
例

区政連絡会の充実 ①区政連絡会での勉強会開催②オンライン開催
区政連絡会をオンライン開催したことに対する
町会長の感想等

時代や社会環境の変化に対応した活
発な地域活動が展開され、多様な
人々が地域の担い手として積極的に
活動しているまち。

町会活動の活性化の推進
①町会の課題解決に向けた検討会②SNS等の
ICT支援③若年層、女性、外国人等の参加促進

③「町会・自治会活動、地域貢献活動への参加
が広がっている」について肯定的な回答をする
区民の割合【％】

・若年層や女性の割合が増加している町会事例
・SNS等を活用している町会の事例

SDGsの拠点としての地域区民ひろ
ばの発展

①区民ひろば運営協議会の相互連携の促進②ひ
ろばの人材育成の充実等の組織体制強化③SDG
ｓの拠点としての機能強化

①地域区民ひろばの来館者数【人】 先進的な活動を行っている区民ひろばの事例

地域活動拠点の機能の充実
①地域活動交流センターの相談業務オンライン
化②区民集会室のキャッシュレス化③地域団体
活動の維持・発展

③「地域活動のための施設やスペースがあり、
子どもから高齢者までの多様な世代が交流して
いる」について肯定的な回答をした区民の割合
【％】

地域活動交流センターの利用によって、どのよ
うな団体が他の団体と交流する機会を持ち、ど
のような新たな活動に結びついたのかについて
の具体的事例

多様な言語による情報の発信
①「やさしい日本語」による生活情報等の提供
②AI自動翻訳機導入拡大等の多言語対応強化③
ボランティア派遣

日本語教育の推進
①外国籍児童等への日本語初期指導②民間支援
団体等のネットワークによる日本語学習機会創
出支援

２－１－２
共生意識の醸成と交流
の促進

外国人と日本人がお互いの文化に対
する理解を深め、これを尊重し、誰
もが地域の主役として活躍できるま
ち。

交流事業を通じた共生意識の醸成
①学校教育での異文化理解促進②在住外国人や
ボランティア団体への支援③外国人コミュニ
ティとの連携強化

①「地域で外国人との交流がある」と思う区民
の割合【％】

・町会での外国人神輿の事例
・外国人が経営するカフェでの地域に開かれた
外国語教室を開催している等の事例

２－２－１
平和と人権意識の普
及・啓発

非核平和の大切さや人権問題につい
て正しい認識が普及し、豊かなコ
ミュニティのもと誰もが自分らしく
暮らせるまち。

関係機関・団体との連携による平
和・人権知識の啓発

関係機関や区民活動団体との連携強化による啓
発活動や相談体制の充実

①「地域社会において平和と人権が尊重されて
いる」について、肯定的な回答をする区民の割
合【％】

学校等での平和・人権教育において児童生徒の
意識がどのように変わったのか、感想等

２－３－１
あらゆる分野における
男女共同参画の推進

性別等に関わりなく、誰もがその個
性と能力を十分に発揮でき、また、
自らの意志によってあらゆる場に参
画する機会が保障されるまち。

区民主体の男女共同参画の推進
①男女共同参画推進会議等による提案やジェン
ダー統計を踏まえた、区民主体の事業の支援強
化②普及啓発の推進

①「性別等により、差別されない社会である」
と思う区民の割合【％】

「男女共同参画推進会議等による提案やジェン
ダー統計を踏まえた、区民主体の事業の支援強
化」の具体的事例

２－３－２ 女性が輝くまちの推進
女性が自らの意志によって、自己実
現のために行動できるまち。

就労や起業などによる自己実現の推
進

①男性の意識改革の後押し②女性の自己肯定感
の向上③女性活躍推進への啓発

①「女性が自ら望む形で働ける社会である」と
思う区民の割合【％】

女性の管理職の割合が非常に高い企業等、先進
的取り組みを行っている企業の事例

１－１－２
地域における活動・交
流拠点の充実

地域区民ひろばや地域活動センター
など地域活動の拠点において、様々
な地域団体の活動や団体間の連携及
び交流が活発に展開されるまち。

２－１－１
在住外国人の暮らしへ
の支援

在住外国人が、日常生活を送る上で
必要なルールや区政に関わる情報
を、わかり易い内容で、手軽に入手
することができる、言葉の壁を感じ
ることのない安心して暮らせるま
ち。

①「外国人にとって暮らしやすいまちであると
感じる」と思う区民の割合【％】

・民間支援団体等のネットワークによる日本語
学習機会創出支援の実際の活動事例
・豊島区に暮らす外国人の生の声

１－１－１
地域における区民参
画・協働の推進

公民の協働や地域の団体同士の相互
連携が進み、地域課題の解決に向け
て共に協力しあうまち。

①「さまざまな地域活動団体やNPO、企業、
大学、行政等の連携によるまちづくりが進んで
いる」について、肯定的な回答をする区民の割
合【％】
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

２－３－３
配偶者等暴力防止対策
の充実

配偶者等からのあらゆる暴力を根絶
し、人権が尊重された安心して暮ら
せるまち

暴力を容認しない地域づくりの推進
①普及啓発によるDVの早期発見・早期相談の
促進②関係機関との連携強化による相談支援体
制の充実

①「配偶者等からの暴力（ＤＶ）に関する相談
機関が周知されている」と思う区民の割合
【％】

実際の現場でどのような連携が行われているの
か、DV被害が防止できた具体的事例

福祉に関わる団体が自主的に連携
し、福祉コミュニティが形成される
ことにより、多様で複雑化した福祉
ニーズに的確に対応するまち。

新たな支え合いの推進とコミュニ
ティソーシャルワーク機能の強化

①CSW事業による地域の連携体制づくり②課
題・困難を抱える方々へのアウトリーチと相談
体制の充実

①コミュニティソーシャルワーク事業の個別相
談支援件数【件】

地域が抱える課題に対応するため、
相互理解と支え合いに基づくソー
シャルインクルージョンを実現する
まち。

様々な支援を必要とする方に対する
理解の促進

①区民向け講座の開催②インクルーシブ公園の
整備

②障害者サポート講座年間参加者数及び累計人
数【人】

分野横断的な相談支援体制の強化
①高齢者総合相談センター等の体制強化及び認
知度の向上②福祉包括化推進員を中心とした
チームアプローチ

①高齢者総合相談センターの認知度【％】

ケア基盤の基礎となる住まいやサー
ビスの整備

①安定した住居確保・住まい提供②多様な住ま
いやサービスの整備

③特養待機者（Ａランク）に占める1年以内に
区内特養に入所できた人の割合【％】

介護保険や障害者福祉制度におい
て、サービスの質の向上を進める事
業者に対して適切な支援を行い、利
用者が良質なサービスを安心して受
けることができるまち。

給付の適正化とサービスの質の確保
①サービス事業者に対する適切な助言による給
付の適正化②計画的な指導検査

①障害福祉サービス等指摘事項改善件数【件】

誰もが住み慣れた地域で安心して暮
らし続けられるよう、権利擁護体制
が整備され、区民一人ひとりの権利
が守られるまち。

成年後見制度の利用促進
①条例・基本計画策定②制度の普及啓発③相談
体制の充実③地域ネットワークの構築

③市民後見人の登録累計者数【人】 新たな体制により制度につなげた事例

さまざまな困難を抱える方々に対す
る生活支援の推進

①関係機関との連携による支援②地域での自立
的・安定的な生活への支援体制の整備

①個別支援プラン作成数【件】

見守りと支え合いの拡充
①様々な機関との連携強化による見守り機能の
充実②福祉施策に繋がっていない方への重点的
アプローチ

③何かあったときの相談先「そのような人はい
ない」の割合【％】

３－１－３
福祉サービスの質の向
上と権利擁護の推進

３－２－１ 日常生活への支援

在宅生活を支える各種サービスや相
談窓口が充実し、住民同士が支え合
いながら、住み慣れた地域で安心し
て日常を過ごせるまち。

さまざまな困難を抱える方々に対する生活支援
を、関係機関と連携し行っている具体的な事例

困難を抱える方々に対し、どのような団体がど
のようにかかわり、どのような成果が出ている
のかについての具体的事例

３－１－２
重層的・包括的なケア
基盤の充実

公的サービスをはじめ、様々な主体
がネットワークを形成し、医療、介
護、予防、生活支援サービスなどが
重層的・包括的に提供される支援体
制のもと、だれもが住み慣れた地域
で安心して暮らし続けられるまち。

福祉包括化推進員を中心としたチームアプロー
チの具体的事例。具体的にどのようなケースに
対して、どのようなアプローチを行っているの
か。

３－１－１
福祉コミュニティの形
成
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

経済的に困難を抱える方に対する就
労支援の推進

①就労意欲喚起の働きかけ②就職先のあっせん
③ビジネスマナー修得に向けた支援④継続的な
個別支援のためのバックアップ体制整備

①くらし・しごと相談支援センターにおける就
職率【％】

障害者の就労支援の推進 ①就労前準備講座の実施②職場定着支援の充実
③障害者就労支援事業を利用して一般就労した
人数【人】

誰一人取り残さない社会づくりの促
進

社会との接点が希薄な方々の、ボランティアや
作業体験等を通じた社会参加の場の開拓

①ひきこもりに関する官民連携団体数【団体】

社会参加への意欲喚起と担い手の育
成

①担い手の参加促進、活動の場の拡充②アク
ティブシニアの地域参加の促進

③介護認定を受けていない高齢者で過去１年間
に地域活動に参加経験のある人の割合【％】

自ら介護予防や健康づくりを続けら
れ、元気な高齢者が地域の中で活躍
するまち。

総合事業の効果的な運用及び一体的
実施による重症化予防

①プレフレイル段階の方に対する総合事業の充
実②ハイリスク者への保健指導

①調整後要支援・要介護認定率【％】

要介護状態になっても支えられるだ
けでなく、何らかの役割を持ち、い
きいきと自分らしく生活し続けられ
るまち。

主体的に健康づくり・介護予防に取
り組む環境づくりと相談支援体制の
充実

①後期高齢者に対する重症化予防②アウトリー
チによる介護予防③相談支援への専門職の関与
強化

③地域における高齢者の「通いの場」の受け入
れ人数【人】

誰もが定期的に健康診断やがん検診
を受けられて、健康状態のチェック
や生活改善を図るきっかけを持つこ
とができるまち。

がんの早期発見や患者支援の充実と
受動喫煙のない環境づくりの実現

①がん検診の充実②がん・受動喫煙等の啓発及
び相談体制の充実

①「がん・生活習慣病に関する正しい知識が広
がり、がん検診や各種健診が受けやすい環境に
ある」と思う区民の割合【％】

生活習慣病が早期に改善し、がんが
早期に発見されて、誰もが住み慣れ
た地域でその人らしく健康を保ちな
がらに長生きできるまち。

生活習慣病の予防と重症化を防ぐ保
健指導の充実

保健指導の早期実施による重症化予防 ③特定保健指導対象者の減少率【％】

バランスの良い食生活や運動習慣な
どの健康的な生活習慣の定着、ここ
ろの健康の理解と気軽に相談や医療
を受けられるなど、ライフステージ
に応じた健康づくりが充実するま
ち。

ライフステージに応じたこころと体
の健康づくりの実現

①こころと体の健康づくりに係る相談機能の拡
充②自殺予防、歯と口腔の健康推進、食育

①「ライフステージに合わせた、こころと体の
健康づくりに関する支援が充実している」と思
う区民の割合【％】

結婚前から妊娠・出産・子育てと切
れ目のない支援が充実し、乳幼児の
健康とライフステージに応じた女性
の健康（リプロダクティブ・ヘルス
/ライツ）が総合的に充実している
まち。

切れ目のない支援による乳幼児や女
性の健康づくり

①女性の健康管理のためのシステム構築②FF
協定に基づいた民間企業との連携による、健康
情報の提供や相談体制の充実

④子育て世代の区内定着率【％】

３－２－３ 社会参加の促進

３－３－２
こころと体の健康づく
りの推進

FF協定に基づいた民間企業との連携により、
健康情報の提供や相談体制が充実している具体
的事例

年齢や障害の有無、経済状況などに
とらわれることなく、自己実現を図
りながらいきいき生活し、積極的に
社会参加できるまち。

・ひきこもり者へのアプローチ事例
・具体的なアプローチを行った結果、新たに担
い手になってくれる人が増えた事例

相談支援への専門職の関与を強めた結果、相談
者にどのような変化があったのか等の具体的な
事例

３－３－１
がん・生活習慣病対策
等の推進

講習や特定保健指導を受けた人の声

３－２－４
健康づくり・介護予防
の推進

３－２－２ 就労支援の強化

就労困難者が早期に就労し、働くこ
との喜びや達成感を得ながら地域で
自立した生活を営むことのできるま
ち。

・就労支援の成功事例（どのようなケースに、
どのような支援を行い、どのような成果があっ
たのか。）
・就労支援対象者の感想

3



No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

大規模地震や風水害などの災害時医
療の体制が整い、避難生活中も保健
衛生活動がなされている、健康危機
への対応が強化された、安全で、安
心して住み続けることのできるま
ち。

災害時にも安心できる迅速かつ適切
な医療体制の構築

①区内病院や医師会等と連携した災害医療検討
会議の開催②緊急医療救護所開設訓練等の実施

①医療救護活動従事者登録数【人】

感染症対策が強化され、食品衛生の
意識が向上している、安全・安心な
生活環境の推進された感染症・食中
毒に強いまち。

感染症予防の正しい知識・食品衛生
意識の普及啓発の推進

①感染症流行に関する的確な情報発信②講習
会、対策推進協議会等の開催

③「感染症や食中毒等に不安を感じることが少
ない」と思う区民の割合【％】

区民の誰もが身近な医療機関で安心
して治療が受けられ、休日・夜間に
おいても適切な医療サービスを受け
られるまち。

かかりつけ制度の普及啓発及び休
日・夜間小児診療等の安定した医療
体制

①公開講座開催によるかかりつけ制度の理解促
進②休日診療・夜間小児初期診療事業

①「誰もが身近な場所で適切な医療サービスの
提供を安心して受けられる」と思う区民の割合
【％】

在宅療養を希望する区民を適切に支
援できる医療・介護従事者により、
顔の見える連携が推進され、区民の
誰もが安心して在宅医療を受けるこ
とができるまち。

ICTを活用した在宅医療・介護連携
の推進

①公開講座の開催②医療機関や介護関係者に対
する多職種ネットワーク登録勧奨③在宅医療相
談等

②豊島区医師会多職種ネットワークの登録機関
数【数】

子どもの権利を尊重し、子どもの成
長・発達段階に応じて、自分の意見
を表明する機会や社会参加・参画の
機会が確保されているまち。

子どもの意見表明・参加の促進
①としま子ども会議や施設の利用者会議等を通
じた、子どもの意見表明の機会確保②地域活動
参加の機会確保及び促進

安全・安心でかつ子どもの自主性・
主体性を育む遊びと交流、活動の場
が充実しているまち。

子どもの居場所・活動の充実
①既存施設の内容の充実②地域団体等との連
携・協力による体験・活動機会の提供

困難や悩みを持つ子ども・若者とそ
の家族に対する相談窓口が身近にあ
り、状況に応じたきめ細かな支援が
実現しているまち。

困難や悩みを持つ子ども・若者とそ
の家庭に向けた相談・支援体制の充
実

①相談窓口に関する情報発信の強化②支援プロ
グラムの充実③地域で支えるための体制構築

①発達相談から専門相談につながった割合
【％】

保育園への巡回相談や保健所等との連携を通じ
て、困難を抱える家庭の早期発見・早期支援に
至った事例

ひとり親家庭や、経済的な困難を有
する家庭に向けた相談体制が整備さ
れ、必要とする家庭への支援が行き
届いているまち。

ひとり親家庭や経済的困難を有する
家庭とその子どもへの支援の促進

①ひとり親家庭への自立支援事業による生活の
安定化②困窮家庭に対する就学援助や学習支援

②自立支援事業に結び付いた相談者の割合
【％】

ひとり親家庭に対する支援の具体的事例

３－３－４ 地域医療体制の充実 在宅医療を受けている区民の感想

４－１－１
子どもの社会参加・参
画の促進

①「子どもが自主的に地域や社会の活動に参加
できる機会がある」と回答した割合【％】

・としま子ども会議や施設の利用者会議等で実
際にどのような意見表明があったのか。
・地域団体等との連携により、実際にどのよう
な活動機会が提供され、参加者からはどのよう
な反響があったのか。

３－３－３ 健康危機管理の強化

災害医療検討会議や緊急医療救護所開設訓練に
どのような主体が参加し、それぞれどのような
気づきがあり、それをどのように活用している
のか。

4－1－2
困難を有する子ども・
若者やその家庭への支
援

4



No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

区の児童相談所と子ども家庭支援セ
ンターが中心となり、児童虐待の予
防・早期発見・重篤化防止が図ら
れ、子どもの最善の利益が保障され
ているまち。

区の児童相談所と子ども家庭支援セ
ンターの両輪による児童虐待予防の
強化

児童相談所と子ども家庭支援センターの緊密連
携による児童虐待への対応体制

①児童虐待取扱件数に対する改善率【％】

関係機関や地域の連携体制が充実
し、すべての子どもが虐待や暴力か
ら守られているまち。

子どもを守る地域ネットワークの強
化

地域や関係機関、NPO等のネットワークの充
実による重層支援体制の強化

③要保護児童対策地域協議会加入団体数【団
体】

地域の身近な子ども家庭支援セン
ターなどでの事業や相談体制が充実
し、子育ての喜びを感じられるま
ち。

子ども家庭支援センターの充実
子ども家庭支援センターの相談・支援体制の充
実

①子ども家庭支援センター等での子育てに関す
る相談件数【件】

妊娠・出産期から子育て期までの切
れ目のない相談・支援体制により、
だれもが安心して子どもを産み育て
られるまち。

妊娠・出産期からの切れ目のない支
援の実施

アウトリーチの充実及び関係機関の密接な連携
③ゆりかご・としま事業における妊産婦との面
接等の割合【％】

待機児童ゼロが継続し、特別保育な
どの保育サービスが充実すること
で、子育てと仕事の両立がより進
み、地域の中で安心して出産・子育
てができているまち。

待機児童ゼロの維持と保育サービス
の充実

①保育園誘致及び受入枠確保②障害児や医療的
ケア児を含めた全ての園児が適切な保育を受け
られる環境づくり

①待機児童数【人】

保育人材の確保・育成や保育環境の
整備により、区内のどの幼児教育・
保育施設に通っていても、一定水準
以上の質の高い教育・保育が受けら
れているまち。

すべての幼児教育・保育施設におけ
る保育の質の向上

①保育人材の確保・育成支援②ICT活用による
事務効率化及び保育士の負担軽減③施設への巡
回支援、指導検査の強化

③検査実施施設のうち文書指摘施設の割合
【％】

新型コロナウイルス感染症拡大予防
対策に伴う「学校の新しい生活様
式」を鑑み、工夫した授業体制によ
り、学力の確実な定着等の資質・能
力を育成を目指す教育が実現するま
ち。

「主体的・対話的で深い学び」の実
現に向けた授業改善

①個に応じた指導の充実②探究的・体験的活動
を通じた他者との協働的な学びの充実

②③全国学力学習調査（小６・中３、国語）
【ポイント】

GIGAスクール構想による一人1台の
タブレットパソコンを活用し、協働
的な学習が推進され、幼児・児童・
生徒自身が、「自分の学び方」を身
に付けることを目指す教育が実現す
るまち。

ICTの活用により子供たち一人一人
の力を最大限に伸ばす学びの実現

①児童生徒自身がICTを自由な発想で活用する
ための授業の実践②対面指導と遠隔・オンライ
ン教育とのハイブリット化

②③全国学力調査（小６・中３、国語）【ポイ
ント】
④全国学力調査における学校質問紙調査：習
得・活用及び探究の指導方法の改善及び工夫の
実施率I（小・中）【％】

・子ども家庭支援センターではどのような相談
が寄せられ、どのように解決しているのかの具
体的な事例
・ゆりかご・としま事業において、複数の相談
窓口や支援につなげることができた具体的な事
例

４－２－２
保育施設・保育サービ
スの充実

施設への巡回指導等により、保育士の働き方が
改善された具体的事例

4－3－1 確かな学力の育成
一人１台のタブレット導入により、具体的にど
のような授業が可能となり、児童生徒からはど
のような感想があったのか。

4－2－1
地域の子育て支援の充
実

4－1－3
虐待や暴力から子ども
を守る取組の強化

子どもを守る地域ネットワークでは実際にどの
ような主体が、どのようにアプローチし、どの
ような成果があったのか。
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

いじめ防止のための組織的な取組を
確実に実行するとともに、学校教育
全体を通して道徳教育や人権教育を
推進し、児童・生徒の自己肯定感や
他者との人間関係を形成する力を育
み、一人一人の児童・生徒が大切の
される教育が実現するまち。

高い自己肯定感をもつ児童・生徒の
育成

①規範意識をつけさせる指導、自己肯定感を高
める指導、互いに認め合う風土を醸成する指
導、の充実
②心理検査の結果を活用した、いじめ防止に向
けた総合的な取組方針の取りまとめ

②心理検査の「自己肯定感」の設問における肯
定的回答率（小６・中３）【％】
③いじめの解消率【％】

学校と家庭と地域社会が協働し、児
童・生徒が直接関わる体験活動を通
じて、人と人とがつながる大切さを
実感できる教育が実現するまち。

学校と家庭、地域等が連携した「教
育セーフティネット」の構築

①職場体験や地域におけるボランティア活動
等、地域人材を活用した事業の継続

①心理検査の「学校における存在感」の設問に
おける肯定的回答率（小６・中３）【％】

子どもの運動意欲が向上し、主体的
に運動に親しむことが増え、運動習
慣の確立が図られて、いつでも、ど
こでも、いつまでもスポーツに取り
組む教育が実現するまち。

たくましく生きるための体力づくり
①積極的にスポーツに親しむ習慣の育成
②家庭・地域との連携による継続的・長期的に
運動に親しむ意欲の育み

②児童・生徒の区意識調査「運動肯定率」（小
６・中３）【％】

運動時間の増加、家庭・地域における運動機会
の増加の具体例

子どもが自分自身の健康に対する関
心が高まり、健康に対する正しい知
識習得や食の自己管理力の向上が図
られ、健康的な生活の確保に取り組
む教育が実現するまち。

充実した生活を送るための健康づく
り

①健康に関心を高め、健康を保持・増進できる
力の育み

③児童・生徒の区意識調査「朝食喫食率」（小
６・中３）【％】

学校等における学級閉鎖や保健室利用の減少等
の事例

学校と関係機関が連携した組織的な
きめ細やかな不登校支援

①学校と関係機関の連携による早期の対応
不登校の未然防止につながった具体例（どのよ
うな機関が学校と連携し、どのようなアプロー
チを行ったのか。）

外国人児童生徒等の教育の充実
①外国人児童生徒への就学促進及び日本語指導
の体制の充実

個々の外国人児童生徒について、日本語指導に
よって具体的にどのような変化があるのか。

学校におけるインクルーシブ教育シ
ステムを整え、特別な支援を必要と
する子どもへの多方面からの支援を
行い、誰一人取り残さないまち。

子どもの実態に合った特別支援教育
の充実

①就学相談を通じてニーズを把握し、ニーズに
応じた特別支援教育の提供

①就学相談を実施した回数【回】
実際にどのようなニーズがあり、どのような特
別支援につながったかの具体例

４－３－２ 豊かな心の育成 初期対応によりいじめが未然に防げた具体例

４－３－３ 健やかな体の育成

４－３－４
一人一人を大切にする
教育の推進

学校生活になじめない不登校児童生
徒や、日本語指導を必要とする子ど
もへの多方面からの支援を行い、誰
一人取り残さないまち。

③外国人児童生徒及び保護者に対する通訳派遣
時間【時間】
②不登校の児童・生徒が学校や関係機関から支
援を受けている率【％】
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

教師の資質・能力の向上や多様な人
材の確保により、質の高い教員集団
と多様なスタッフ等とチームになっ
て校長のリーダーシップの下、家庭
や地域と連携しつつ運営される学校
が実現するまち。

Society5.0時代にふさわしい学校の
実現

①対面・オンライン研修などの実施による高い
教育力をもつ教員の育成
②学校における働き方改革の推進

①区児童生徒意識調査「授業の理解度」（小
６・中３）【％】

教員の働き方改革に向け、具体的にどのような
対策を行っているのか。それについて、どのよ
うな具体的な効果があるか。

計画的な学校改築や改修によって、
教育環境の充実と防災機能の向上が
達成された学校施設環境が整ってい
るまち。

計画的な学校改築・改修の実施
①改築計画等に基づく改築・改修の実施による
教育環境の整備及び安心・安全な地域社会づく
り

③改築着手校
④長寿命化改修着手校

学校の改築・改修により、新たな教育が可能と
なった等の具体的な事例。

地域住民の参加と協力を得て、交流
事業等の取組を推進するとともに、
家庭教育や子育てに関する情報提供
や支援を行い、家庭の教育機能を高
められるまち。

家庭教育支援の充実

①子どもスキップ・学校・地域等を巻き込んだ
情報提供や支援、学びの機会の創出
②誰もが安心して地域の中で教育活動が行える
環境及び家庭教育の支援の充実

①「家庭での教育に対する支援が充実してい
る。」について肯定的な回答をする割合【％】

家庭教育事業への参加をきっかけに、横のつな
がりが生まれた事例。また、継続して活動を
行っている人や団体の事例。

子どもの心身の発達への心配や子育
ての困りごとについて専門的なカウ
ンセリングが受けられ子どもの健や
かな成長を支援するまち。

教育相談の充実
①臨床心理士等の相談員による発達検査・カウ
ンセリング等の実施②関係機関との連携をによ
る支援

③教育相談の終了件数【件」

継続的にカウンセリング等の支援を受けた相談
者の精神の安定が図られ、心配ごと、困りごと
の解決が図られたことにより相談が終了した事
例。

４－４－２
地域と学校の連携・協
働の仕組みづくり

学校と保護者、地域住民等が組織
的・継続的に学校運営に参画する仕
組みが構築され、子どもが抱える課
題を地域ぐるみで解決できる質の高
い学校教育が実現したまち。

地域ぐるみで学校を支援する仕組み
づくり

①学校と保護者・地域住民等が組織的・継続的
に学校運営に参画する「豊島区コミュニティ・
スクール」の導入の推進

①「学校は、家庭や地域と協力しながら子ども
を教育している」の回答割合【％】

学校運営協議会によって提案された、地域ぐる
みで学校を支援する取組の具体的な事例（誰
が、どのように取り組んでいるか）

子供たちが、地域の中で多様な体験
や活動を行うとともに、地域の文化
財や伝統芸能、本物の芸術文化に触
れる機会を断続的に設け、次世代文
化の担い手が育成できるまち。

子供たちが、知己の中で多様な体験
ができる場の確保

①地域人材の連携により、「子ども達が地域の
歴史・文化を学ぶことで、地域を大切に思う心
情を育む」ことができる体制の整備

①児童・生徒の地域への愛着（小６・中３）
【％】

地域のお祭りへの参加（例：お囃子、子ども神
輿等）

大学、企業、NPO等との協働によ
り、多様な教育資源を確保するとと
もに、学校教育の質的向上・充実に
向けて、学校・家庭・地域が連携
し、それぞれの役割と責務を果たし
ながら相互に支え合い、持続可能な
社会作りの担い手を育むまち。

外部人材の積極的な活用、大学・企
業との連携強化

①地域の方々、区内大学・企業等の多様な教育
資源を確保した、学校教育の質的向上②SDGｓ
達成の担い手育成

③学校教育に地域の人材や文化資源が活用され
ている（満足度：どちらかというとそう思う）
【％】

・外部人材の活用により社会の担い手育成がで
きた事例（無印さんとの連携等？）
外部人材の活用により、教育教材を作成した事
例（環境すごろく等？）

教師力の向上と魅力あ
る学校づくり

４－４－１ 家庭教育の支援

４－４－３ 地域教育力との連携

４－３－５
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

就学前教育・保育内容の充実
①「保幼小連携プログラム」の活用
②区内全体の教育・保育の質の向上の取組み

保幼小中の連携の推進
①保幼小中の接続を円滑に進める連携教育の推
進

個性と魅力溢れる池袋駅周辺の４つ
の公園を核として、周辺の民間施設
やグリーン大通りなどと連携し、国
際アート・カルチャー都市のメイン
ステージを育み支えるまち。

公園を核とした国際アート・カル
チャー都市のメインステージの育成

①４つの公園と周辺民間施設等の管理運営面で
の連携
②多様な主体の参画による、アート・カル
チャー活動拠点としての魅力と価値の向上

①「近くに好きな公園がある」と思う区民の割
合【％】

誰もが快適に集い、憩える公園が、
地域特性を踏まえて区内にバランス
よく配置され、地域の多様な主体と
ともに育つまち。

地域とともにつくり育つ公園づくり
①産学公民の連携による公園活用の実証実験や
管理手法の検討
②緑あふれる新たな公園整備のプラン検討

①「近くに好きな公園がある」と思う区民の割
合【％】（同上）

都市空間の緑化推進
①公園、公共湿雪、道路などの緑化推進
②大規模開発時や住宅建て替え時を活用した民
有地の緑化の推進。

①みどり率

・「いのちの森」について、周辺住民が自主的
に管理等を行っている事例
・緑化推進事業により発生した区民の自主的な
環境保全活動・サークル等の事例

多様な主体の連携・協働による緑化
の推進

①「グリーンとしま」再生プロジェクト実行委
員会による緑化活動
②個人や団体等の活動をSNS等で発信等の多く
の主体の緑化活動参画の推進。

③大規模開発に伴うエリアマネジメントの設立
数【件】

区民や民間団体等の参画により、SNS等を活用
した情報発信の具体的事例。

地球への負荷環境負荷を軽減するた
めの、省エネルギー設備や再生可能
エネルギー切り替えが進み、日常生
活や事業活動の脱炭素化が進んだま
ち。

再生可能エネルギー導入の促進
①区民、事業者に対する再生可能エネルギーの
普及促進

①区内温室効果ガス排出量【千ｔ-CO 】 区で行う地域新電力調達等の事例。

区民や事業者の環境課題への関心が
高く、各主体が環境負荷に配慮した
ライフスタイルに転換されたまち。

区民・事業者の環境配慮行動の促進
①エコ住宅整備等の導入支援②クール・チョイ
スの周知等による環境配慮行動の促進

②「CO2排出量削減に向けた事業者・区民への
支援が充実している」と思う区民の割合【％】

区民や事業者の環境配慮行動の具体的事例

高度に都市化が進んだ中でも、公園
や公共施設などの自然生態系が保全
され、多様な生きものが生息しつづ
けるまち。

自然環境の保全と創出
①みどりや水辺等の保全②新たな生態環境の創
出、みどりのネットワークの形成②保全団体の
活動支援及び相互連携の推進

①「多様な生きものが生息・生育できる環境づ
くりが進んでいる」と思う区民の割合【％】

環境教育により、児童・生徒の環境意識が高
まった事例（児童生徒の感想や夏休みの自由研
究で課題にしてくれた人がいた等の事例）

５－２－１
脱炭素地域社会づくり
の推進

５－２－２ 自然との共生の推進

５－１－１
みどりの活動拠点の創
造・育成

4つの公園を舞台とした、賑わい創出の具体的
な事例

５－１－２
みどりのネットワーク
の形成

公共施設や公園、道路などの公共空
間がみどりの拠点として整備が進
み、みどりを守り・育てる意識の高
い主体の連携を通じ、民有地も含め
たみどり地同士がつながった広がり
のあるみどりの景観が築かれている
まち。

４－５－１
人格形成の基礎を培う
教育・保育の提供

育ちと学びの連続性を大切にしなが
ら、幼児一人一人の特性に応じた就
学前の教育・保育が充実し、小中学
校へ円滑に接続できるまち。

①学校・園は、関係諸機関等（保育園や幼稚
園、小学校、中学校）と連携を図ろうとしてい
ると思うと回答した割合【％】
②保育施設や幼稚園での保育・教育が充実して
いると思うと回答した保護者の割合【％】

保幼小連携の具体的な事例とこれにより「小1
プロブレム」が減少した等の具体的な効果
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

安らぎや潤いを与える自然環境に触
れ合う機会が提供され、区民が生物
多様性を理解し、生態系の調査・学
習活動に主体的に参画するまち。

学習・参加機会の提供
①区民参加型の生態調査の実施②学校の環境教
育を活用した体験学習
③自然を体験する機会の創出。

③「生きもの調査等に参加する区民」（累計）
【人】

学校のプールにおけるヤゴ救出リーダーがリー
ダーとして活動している地域団体や団体や大学
のクロアゲハ研究会等

喫煙・ポイ捨てに関するルールの徹
底により、路上喫煙やポイ捨てが減
少し、生活環境が良好に保たれ、安
全で快適に過ごすことができるま
ち。

路上喫煙・ポイ捨て防止対策の推進

①効果的なパトロールの実施②使いやすい喫煙
場所の提供③区におけるルールの周知、啓発活
動の実施

①路上喫煙率【％】
ルールの周知により、規制対象内でのマナーは
向上したが、対象外地域のコインパーキング等
での喫煙問題が浮上。

区民一人ひとりの環境美化に対する
意識が高まり、多様な主体との協働
による美化活動を通じて、地域の美
観が維持された、さわやかな住みよ
いまち。

多様な主体による環境美化活動の推
進

①まちの美化に対する区民等の意識向上につな
がる取組の強化②多様な主体との連携を深める
仕組みづくり③地域に根差した環境美化活動の
促進

③「道路や公園、街角などにポイ捨てや落書き
がなくきれいである」と思う区民の割合【％】

・「としまシルバースターズ」として働きたい
と申し出る高齢者が増加。
・ごみゼロデーの参加企業同士が連携して独自
に清掃活動を実施。（サンシャイン・東京建
物）

大気汚染状況の改善により光化学ス
モッグが発生することなく快適な大
気環境のまち。

快適な大気環境の実現
①事業者等に対する指導や周知啓発によるVOC
（揮発性有機化合物）の排出抑制の推進

①VOC（揮発性有機化合物）排出量【㎏】

工事の際の騒音振動や石綿（アスベ
スト）飛散による環境リスクの低減
が図られ、安全で安心して暮らせる
まち。

工場現場における環境リスクの低減

①解体工事現場への立入検査による騒音振動や
石綿（アスベスト）対策に関する事業者の適切
な施工及び法令遵守の徹底の推進
②区民からの相談、苦情への迅速な対応

③石綿（アスベスト）に関する法令違反件数
【件】

区民・事業者・区が、生産・消費・
廃棄の各局面において、ごみの減量
と資源化に高い意識を持ち行動する
まち。

リデュース、リユースの意識啓発の
充実

①冊子やイベント等による啓発
②SNS等の多様な情報媒体を活用した意識啓発

①区民一人１日あたりのごみ量【ｇ/人日】

持続可能な循環型社会を実現するた
めに、質の高い先進的なリサイクル
を推進するまち。

先進的なリサイクルと分かりやすい
分別の推進

①国の新制度に沿った「プラスチック資源の分
別収集」の導入

③資源化率【％】

適正なごみ処理により、美観と衛生
が保たれた快適な都市空間の中で区
民がいきいきと暮らすまち。

美観と衛生が保たれた快適な都市空
間の構築

①排出指導や巡回パトロールの強化
②災害廃棄物処理基本計画の周知と体制の整備

①「ごみの収集が円滑に行われており、街がき
れいに保たれている」と思う区民の割合【％】

廃棄物を持続的かつ安定的に処理す
るため、排出者一人ひとりが責任を
もって行動するまち。

分別ルールや排出マナーの遵守

①小学校への出前講座
②町会の清掃担当者会、商店街連合会等と連携
しての普及啓発
③多様な媒体や多言語による発信等

③可燃ごみの分別率【％】

５－３－２
安定的で適正なごみ処
理の推進

・ごみの排出指導によりゴミ出しルールが改善
された事例。
・清掃工場の親子見学会等で親子から出された
感想等。

５－２－４ 都市公害の防止

・事業者への指導により、光化学スモッグの原
因物質の発生抑制に効果のあった事例
・不適切な石綿除去作業はどの程度の頻度でど
のような事例があり、指導によりどのように改
善したのかの具体例

５－３－１ ３Rの推進
啓発をきっかけに区民の意識啓発と行動変容が
なされた事例

５－２－２ 自然との共生の推進

５－２－３ 地域美化の推進
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

次世代を担う子どもたちが誇れる、
安全・安心で、美しく、にぎわいと
活力にあふれた個性ある地域が調和
し、人々を魅了し続ける価値を生み
出すまち。

地域の魅力を高める都市づくり
①行政分野の枠組みを超えた政策連携の推進②
多様な主体との協働による都市づくり③地区計
画制度や都市開発諸制度の活用

①「地域特性にあわせたまちづくりが進み、快
適な街並みが生まれている」と思う区民の割合
【％】

歴史や文化、引き継がれてきた地域
の価値観を大切にしながら、新たな
文化を創造し続ける都市にふさわし
い美しい景観に包まれたまち

地域の特性を生かした新たな景観施
策の展開

①「景観形成特別地区」「警官資源」の追加指
定②都市全体での文化発信

①「地域特性にあわせたまちづくりが進み、快
適な街並みが生まれている」と思う区民の割合
【％】

国際拠点池袋の魅力を高める文化芸
術機能とともに商業機能など多彩な
都市機能の高度な集積により国際
アート・カルチャー都市のメインス
テージ都市のメインステージとし
て、にぎわいと活力を生み出すま
ち。

首都機能の一翼を担う国際性の高い
拠点の形成

①大街区化など街区再編を伴う都市再生事業の
推進②土地の有効利用や高度な都市機能の集積
③防災性の向上、歩行者の安全性の確保④効率
的なエネルギー利用⑤みどりの拠点の確保

①「池袋周辺で、新宿、渋谷などにない魅力あ
るまちづくりが進んでいる」と思う区民の割合
【％】

都市再生事業と連動して災害対応力
と都市の環境性能が高まり、都市構
造の変化を契機として、居心地の良
い新たな都市空間が創出され、住む
人、訪れる人が安心して過ごすこと
ができるまち。

人が主役となる持続可能な都市づく
り

①池袋駅前広場、東西デッキ、サンクンガーデ
ン、４つの公園等をハブとした回遊性向上。人
が主役のウォーカブルなまちづくり。

①「池袋周辺で、新宿、渋谷などにない魅力あ
るまちづくりが進んでいる」と思う区民の割合
【％】（同上）

鉄道駅周辺を中心とした拠点では、
都市機能の集積を図り、利便性や交
流機能を高めるとともに、地域特性
を生かしたイベントを開催するな
ど、活力と魅力があふれるまち。

地域特性を生かした活力ある拠点の
再生

①地域や関係機関との連携による駅前広場や周
辺施設の再整備②地域特性を生かした都市機能
の更新・集積の推進③リニューアルした公共空
間についての安全で快適な維持管理

①「駅及び駅周辺が整備され、利用しやすくに
ぎわっている」と思う区民の割合【％】

駅前広場周辺では、歩行経路を拡大
し交通結束機能を高め、バリアフ
リー化によって安全で快適な歩行空
間が整備されたまち。

安全で快適な駅前歩行空間の創出
①鉄道事業者や関係機関と協力した、歩行者優
先の道路整備や自転車駐車場の再整備。

①「駅及び駅周辺が整備され、利用しやすくに
ぎわっている」と思う区民の割合【％】（同
上）

６－１－３
活力ある地域拠点の再
生

大塚駅前広場を活用した区民等が主体のイベン
トの具体例

6－1－2 池袋副都心の再生
・大街区化や土地の有効利用の成功事例
・ウォーカブルな街づくりの具体的な計画と進
捗状況。

6－1－1
地域の特性を生かした
市街地の形成

区民・事業者・ＮＰＯ・大学などの連携による
まちづくり事例
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

道路や公園が周囲の都市施設と一体
的に連動し、地域の魅力やにぎわい
が向上することで、多くの住民や来
街者を惹きつけるまち。

まちのにぎわい向上を図るエリアマ
ネジメントの推進

①グリーン大通りの社会実験
②自主的なエリアマネジメントの運営の支援
③４つの公園の運営主体などの各エリアマネジ
メント団体の相互連携
④効果的な文化の魅力の発信

①「池袋駅を中心として、居心地が良く歩きた
くなるまちづくりが進んでいる」と思う区民の
割合【％】

公民のパブリックな空間を、ウォー
カブルな人中心の空間へ転換するこ
とで、多様な人々の出会いや交流を
通じたイノベーションの創出や、人
中心の豊かな生活が実現したまち。

ウォーカブルなまちづくりの推進

①地区計画を活用した歩道空間の拡幅②アー
ト・カルチャースポットの整備③道路空間と一
体となったにぎわいや緑の創出④ユニバーサル
デザインによるまちづくり⑤まちを回遊する歩
行者ネットワーク整備・推進
⑥他地区での展開

①「池袋駅を中心として、居心地が良く歩きた
くなるまちづくりが進んでいる」と思う区民の
割合【％】

子育てファミリー世帯の定住が進
み、高齢者等の居住の安定が図ら
れ、住み慣れた地域で暮らし続けら
れるまち。

住み慣れた地域での安定した居住の
確保

①子育てファミリー世帯の定住化の促進②現在
の住居に住み続けることが困難になった方の居
住の安定③ライフステージ・ライフスタイルに
応じた住宅の供給誘導及び安心居住の支援

①「現在住んでいる地域に住み続けたい」と思
う区民の割合【％】

社会的に高齢者等の入居を拒否する
風潮が薄れ、高齢者など住宅確保要
配慮者も安心して入居できるまち。

安心して暮らせる住まいの提供

①不動産団体や居住支援協議会と連携した、賃
貸物件オーナーの不安解消、理解促進。②高齢
者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者
の入居を拒まない賃貸住宅の登録促進

③セーフティネット登録住宅の登録件数【件】

空き家が有効的に利活用され、快適
な居住支援と多様で良質な住宅がバ
ランス良く形成されているまち。

空き家の利活用の推進
①民間団体、居住支援協議会との連携の促進②
空き家セミナー、利活用のスキームの情報提供
③空き家・遊休不動産の活用推進

①「単身向け、ファミリー向けなど、良質な住
宅がバランスよく供給されている」について、
「そう思う」「どちらともいえない」と回答す
る区民の割合【％】

トキワ荘お休み処、昭和歴史記念館等の開設
（空き家、空き店舗を活用しての地域活性化事
業の実施）

地域の特性に応じた安全で良質なマ
ンションストックが形成され、マン
ションに暮らす多様な区民が、都市
の利便性や快適性を享受しながら、
豊かな生活を営んでいるまち。

マンションの適正管理の推進
①届出がない分譲マンションへの訪問調査②新
築マンションへの届出勧奨の強化

管理状況届出書届出率（合算）【％】
マンション管理組合が定期的に理事会を開催、
地区の町会に加入して地域に積極的に活動に参
加している事例

都市計画道路の推進により交通環境
が整備され、全ての区民が安心して
容易に外出ができ、交通に起因する
環境負荷の低減とともに、快適な生
活空間が確保された活力や魅力のあ
るまち。

まちづくりと連携した総合的かつ戦
略的な交通政策の創出

①IKEBUSをはじめとした新たなモビリティの
導入など、交通サービスの充実②まちづくりと
連動して、新駅設置に向けた関係機関との協議

①「鉄道・バス等の交通が便利である」と思う
区民の割合【％】

快適な歩行者空間の創出に寄与した具体的な事
例

道路空間におけるウエイトを自動車
から歩行者に振り替え、拡充された
歩行者空間により回遊性の高く
ウォーカブルなまち。

誰もが歩きたくなる歩行者空間の創
出

①大街区化や明治通りのクルドサックによる歩
行者空間の拡大化の検討②駐車場整備台数の適
正化・荷捌きルールの活用促進③快適な歩行者
空間の創出

③池袋駅乗降客数【万人】

６－２－１
安全・安心に住み続け
られる住まいづくり

住宅確保要配慮者の住宅相談窓口を福祉部門に
移管したことにより、サービスが向上した具体
的事例

６－２－２
良質な住宅ストックの
形成

６－１－４
居心地が良く歩きたく
なる空間づくり

エリアマネジメントにより、どのような新たな
アイディアや取り組みが生まれたかの具体的な
事例

6-3-1 総合交通戦略の推進
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

温暖化対策に対応した道路整備が推
進され、環境に配慮した、安全・安
心な交通と区民生活が確保されてい
るまち。

環境にも配慮した適正な道路の維持
管理

①幹線道路の再整備において遮熱性舗装を検討
②道路を占用するインフラも含めた適正な道路
の維持管理

遮熱性舗装の累計面積【㎡】 遮熱性舗装による温度逓減の事例

地域間を結ぶ重要な交通路である道
路橋が健全な状態で維持管理されて
いることにより、平時における交通
の安全が確保され、災害時には復
旧・復興が迅速に行えるまち。

道路橋の定期点検の実施と長寿命化
修繕計画の改訂

①5年ごとの定期点検の実施②管理橋梁の劣化・損
傷の把握及び予測③橋梁の長寿命化修繕計画の改訂
④修繕・架け替えの推進と管理コストの低減と橋梁
の長寿命化

③管理橋梁の健全度A（損傷が特に
認められない状態）の割合【％】

交通実態に即した自転車走行環境が
整備され、歩行者も、自転車も、安
全に、安心して通行できるまち。

自転車走行環境の整備の推進
①整備路線の効果や課題を検証②新たな自転車走行
環境の整備推進 ①自転車走行環境整備済路線【km】 自転車利用の促進につながった事例

すべての自転車利用者が路上に自転
車を放置することなく、自転車駐車
場等に適切に駐輪することにより、
区民、来街者及び自転車等が安全
に、安心して通行できるまち。

放置自転車等の防止対策の推進
①大型自転車等のスペース確保等の駐輪場利用
サービスの充実②放置自転車撤去活動や放置防
止・駐輪場利用の啓発活動の推進

③駅周辺の自転車等乗り入れ台数に
対する放置自転車等台数の割合（放
置台数/（放置台数＋駐輪場利用台
数））【％】

放置自転車の減少に効果のあった事例

地域防災性の向上
①狭あい道路や防災生活道路等の拡幅や公園、
広場の整備②木造住宅密集地域の改善③特定緊
急輸送道路の機能確保推進④区民や事業者の参

③密集事業地区内の不燃領域率【％】
区民・事業者の参画により防災まちづくりが推
進できた事例

沿道まちづくりの推進
①市街地の不燃化・耐震化②街区再編や共同化
等の手法を活用したまちづくり③地域協議会等
を通じた防災まちづくりの推進

①「建物の耐火･耐震化や、狭い道路の拡幅な
ど、災害に強いまちづくりが進んでいる」と思
う区民の割合【％】

6-4-2
自助・共助の取組への
支援

平時の防災意識が高く、災害時には
地域住民や地域防災組織・企業が連
携した救援活動などができる、「自
助」「共助」による「地域防災力」
の高いまち。

感染症対策を踏まえた複合災害に対
応した各種訓練の実施

①複合災害に対応した訓練内容の充実②区民・
事業者の各種訓練への参加促進③計画等の周知
や参加・体験型の防災フェスの実施④学校防災
教育やAED活用訓練の実施⑤区内中・高校生に
対する合同防災訓練への参加促進⑥女性の防災
リーダーの育成⑦防災士の資格取得を考える方

「家庭、住民一人ひとりの防災意識や災害発生
時の行動力が高まっている」と思う区民の割合
【％】

合同防災訓練の積極的参加が促された事例（実
際に動けたかは起こってみないと分からない
…）

総合防災システム等の適切な運用
①システムを適切に運用できる職員の育成②被
災者への漏れのない支援③同報系防災行政無線
のデジタル化

防災協定の見直し・再締結
①協定締結団体と複合災害を想定した連携②協
定内容の見直し③被災からの迅速な復旧・復興

防災協定によって、行うことができる具体的内
容

6-3-2
道路・橋梁の整備と維
持保全

6-3-3 自転車利用環境の充実

災害に強い都市の実現のため、延焼
遮断帯の形成、特定緊急輸送道路の
機能確保、木造住宅密集地域などに
おける防災性のさらなる向上によ
り、安全で住み続けたくなるまち。

6-4-3
被害軽減のための応急
対応力向上

平時から常に区民を見守り、被災し
た区民の生活を早期に安定させるた
め、警察や消防、民間団体等と連携
のうえ、復旧・復興を迅速かつ着実
に推進し、誰もが安全・安心に住み
続けられることができるまち。

6-4-1
災害に強い都市空間の
形成

「震災時の避難、救援体制など、まち全体とし
て災害への備えができている」と思う区民の割
合【％】
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

既存道路におけるモデル路線の整備
推進

①事業中のモデル路線である「巣鴨地蔵通り」
「立教通り」における無電柱化の推進

優先路線の整備推進
①豊島区無電柱化推進計画に基づいた計画的な
無電柱化の推進

無電柱化による事故・災害防止事例（狭い道の
歩道の確保等？）

神田川水位警報装置及び冠水対策施
設の維持管理

①神田川水位警報装置の維持管理

雨水流出抑制の推進
①透水性舗装の施工検討・整備②既存の雨水桝
等の適切な配置・管理③公民連携した「貯留施
設」等の整備を積極的に行っていきます。

公民連携による貯留施設の事例

6-5-1 治安対策の推進
犯罪のない、誰もが安全・安心に暮
らせるまち。

地域防犯力の向上

①青パトの２４時間３６５日運行②環境浄化・
防犯パトロールの実施③街頭防犯カメラの設置
及びランニングコストの補助促進④地域の主体
的な取組による防犯環境整備を促進

区内の刑法犯認知件数【件】 地域の主体的な防犯環境推進活動の事例

交通安全啓発と交通安全施設整備の
推進

①警察・学校・地域団体等の連携による普及啓
発活動②オンラインによる普及啓発活動③ガー
ドレール、道路反射鏡等の交通安全施設整備

①区内の交通事故発生件数【件/年】

自転車安全利用の推進

①自転車乗用中のルール遵守・マナー向上促進
②自転車損害保険等の加入促進③幼児や児童、
高齢者を対象とした自転車用ヘルメット購入補
助制度や親子自転車安全利用教室等による安全
利用の推進

区内の自転車乗用中の交通事故発生件数【件/
年】

自転車の重大事故軽減に寄与した取り組み

事業者の抱える多様な課題が改善
し、経営基盤の強化、スムーズな事
業承継などが図られ、自律的に産業
が発展していくまち。

事業者に応じた多面的なビジネス支
援

①専門家相談による販路や売上拡大②後継者や
働き手の確保と育成③経済的支援④DXの推進
など解決に向けた最適なサポートの提供

①「経営に関する相談体制や支援が充実し、経
済活動が活発である」と思う区民の割合【％】

担い手育成やDXの推進などが好調な事例

女性やアクティブシニアなど、起業
を目指すあらゆる主体が新たな価値
やビジネスを生み出し、健全な新陳
代謝が図られる持続可能なまち。

起業支援の強化・充実
①女性のための起業支援の強化②多様な人材が
起業するための支援充実

区内新設法人数【件】

商店街や事業者が、地域産業や地域
コミュニティの核となり、個々の事
業者の持つ強みや地域の文化資源・
観光資源等を活かしたにぎわいや魅
力を創出し、発信していくまち。

連携の推進とにぎわい向上への支援
①商店街への商品開発や販売活動支援②担い手
育成支援③商店街イベント開催支援

商店街イベント事業来場者数【万人】
商店街とその他の団体との連携によるにぎわい
創出の事例

大雨や台風などによる水害から区民
の生命・財産の安全が確保され、安
心して住めるまち。

地域の交通安全意識の高揚と、交通
安全施設整備の推進により、すべて
の人が安全に移動できる、人優先の
交通事故のないまち。

7-1-1
新たな価値を生み出す
ビジネス支援

7-1-2 地域産業の活力創出

電柱・電線がなくなることで、災害
に強く快適な歩行空間を確保し、良
好な都市景観が形成されるまち。

6-4-4 無電柱化の推進

6-4-5 総合治水対策の推進

区道における無電柱化率【％】

雨水流出抑制対策量【万 】

6-5-2 交通安全対策の推進
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No. 施策名 目指すまちの姿 取り組み方針 取り組み内容 成果指標 具体的事例（案）

多様な来街者が、誰一人不自由さを
感じることなく、安全・安心に観光
や買い物を楽しめるまち。

安全・安心な商店街づくりと来街者
の利便性向上への支援

①商店街施設の整備事業を支援②情報提供の強
化③商店街の販売促進や多言語対応の実施④
キャッシュレスなどのデジタル化の導入促進⑤
来街者の利便性向上支援

③「商店街を訪れた国内外の人々が、困ること
なく街歩きできる環境が整っている」と思う区
民の割合【％】

消費者が消費者権利を自覚し、生産
者や販売者と対等な立場に立ち、合
理的な判断のもと、自立した消費活
動ができるまち。

多様な団体と連携した消費者権利啓
発の充実と相談窓口の周知

①消費生活相談の充実②高齢者や子ども若者へ
の啓発推進③相談窓口の周知

「消費生活でトラブルに悩まされず、相談窓口
も充実している」と思う区民の割合【％】

各団体等との連携により消費者トラブルから相
談につなげられた事例

消費者一人ひとりが消費と社会のつ
ながりを「自分ごと」として捉え、
持続可能な社会の実現に責任を持て
るまち。

消費者の「つかう責任」に関する啓
発の充実

①食品ロスやエシカル消費などに関する啓発の
充実

③区民一人1日当たりのごみの排出量【ｇ】

としまオンリーワンブランドの定着
①イベントの開発支援②体験型ニューツーリズ
ムの創出③IKEBUSと連動した観光ルートの開
発④産官学で連携した着地型観光の推進

産官学等の連携により豊島区特有のブランドが
発掘・定着した事例

魅力的なコンテンツの発掘と活用
①魅力的な観光資源を発掘し、区の観光ＰＲと
して活用

豊島区の魅力的な観光情報が、国内
外に効果的に発信され、にぎわいが
生まれるまち。

魅力的な観光情報の効果的な発信
①SNS等の活用による発信力の強化②観光プロ
モーション推進③国際的イベントの誘致

「区の観光情報を提供するための素材を簡単に
手に入れられる」と思う区民の割合【％】

来街者の回遊性が高まり、世界中の
多くの人々を惹きつける持続可能な
まち。

回遊性の促進とナイトタイム・エコ
ノミーの活性化

①IKEBUSによる回遊性を促進するツアーを実
施②ナイトタイム・エコノミーの活性化

豊島区を魅力ある観光地として他人に紹介でき
る」と思う区民の割合【％】

インフルエンサーの来街を増加させた事例

7-2-3
交流都市との共生の推
進

地方都市との交流によって、相互に
恩恵を享受し、補完し合いながら、
交流都市と共に持続発展するまち。

交流都市との事業継続と新しい交流
の形の構築

①視察交流団の友好都市への派遣②ファーマー
ズ・マーケット活用

「区内で地方の特産品や観光情報などを入手す
る機会がある」と思う区民の割合【％】

地方都市との交流によって、双方にメリットが
生じた事例

7-2-4
多様な来街者の受け入
れ環境の整備

外国人を含む全ての来街者にとっ
て、観光の利便性が高く、快適に滞
在できるまち。

おもてなし環境整備の促進

①来街者に向けたICTツールによる情報提供②
外国語に対応可能な「観光ボランティアガイ
ド」の確保・育成③観光案内所にボランティア
を配置④オーバーツーリズムへの対策

「区内を訪れた国内外の人々に満足いただける
受け入れ環境が整っている」と思う区民の割合
【％】

観光振興事業により、来街者の満足度が向上し
た事例

文化の魅力が発信され、誰もが等し
く文化芸術を享受できるまち。

誰もが文化芸術を鑑賞できる機会の
充実

①劇場のまちとしての魅力を発信②イベントや
演目のオンライン配信の推進

「文化芸術に触れる機会が多くなった」と思う
区民の割合【％】

主体的に文化芸術を享受するため活動する区民
が増加した事例

文化芸術に関わるあらゆる人々がい
きいきと活動し、そこで生まれた地
域の文化が次世代に継承されるま
ち。

あらゆる人々の文化芸術活動への参
加

①地域の文化団体・子ども・一般の区民の文化
芸術活動への参加意識の醸成

③文化芸術事業に参加し、「有意義な体験に
なった」と思う人の割合【％】

8-1-1
文化芸術の鑑賞・参加
機会の創出

7-1-3
権利と責任による消費
者市民社会の形成

7-2-2
魅力的な観光情報の発
信強化

7-2-1 観光資源の発掘と活用
「豊島区を魅力ある観光地として他人に紹介で
きる」と思う区民の割合【％】

地域の「魅力的な観光資源」が数多
く発掘され、多様な観光資源が豊島
区特有のブランドとして定着した、
常に新しい魅力やにぎわいを創出し
続けるまち。
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地域の文化財が適切に保存され、将
来にわたって持続的に活用されてい
くまち。

文化資源を持続的に保存・活用する
取組の推進

①持続的な活用の推進
「歴史的財産である文化財や文化資源が大切に
保存・活用されている」と思う区民の割合
【％】

地域文化の継承に、多様な主体が参画した事例

誰もが伝統文化や地域文化に誇りと
愛着を持ち、地域文化のかたりべや
担い手となるまち。

誰もが地域文化を継承し、誇りと愛
着を高める事業の強化

①地域文化の継承強化
③「地域の歴史や文化財への理解が深まった」
と思う区民の割合【％】

誰もがいつでもどこでも学ぶことが
できるまち。

多様な生涯学習の「場」の整備
①オンライン等の環境整備②多様な学びのスタ
イルの提供

①「地域文化創造館で実施している事業に参加
したことがある」と回答した人の割合【％】

多様な学びの場の提供により、効果的に学習を
できるようになった事例

学びの成果を次の学びにつなげ、活
動する人と地域資源の循環（わ）で
コミュニティが活性化するまち。

学習活動の組織化とネットワークの
支援

①学びのプラットフォームの整備②地域コミュ
ニティの活性化

「学んだことを地域で生かして活動をしてい
る」と思う区民の割合【％】

年齢や性別、障害の有無に関わら
ず、スポーツを通じて誰もが心身と
もに健康で豊かな生活を営むことが
できるまち。

多様なニーズに対応したスポーツ参
加機会の拡充

①区民のスポーツ活動推進
「週に1回以上スポーツを実施する」18歳以上
の区民の割合【％】

関係団体や民間業者との連携により、スポーツ
習慣が無かった人の参加機会が充実された事例

誰もが生涯を通してスポーツに親し
むことができる環境の整備・充実を
図り、人と人とのつながりを育み、
スポーツで人と地域がいきいきと輝
くまち。

スポーツ活動の基盤となる環境整備
①区立体育施設の計画的な整備と充実②区立施
設の活用促進③身近な場所で気軽にスポーツが
できる環境の整備

③「地域でスポーツに親しむ環境や機会があ
る」と思う区民の割合【％】

8-2-2
スポーツ・レクリエー
ション活動の推進

8-1-2
地域文化伝統文化の継
承と発展

8-2-1
多様な学習活動の支援
と学びの循環の創造
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