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旧 目標
値ＵＰ 新

区内建築物の耐震化率 ↑ 変更なし 　

区内建築物の不燃化率 　
木造密集地域の不燃化率
（阿佐谷南・高円寺南地区）

「土地利用現況調査」による旧指標が5
年毎であったことから、毎年度把握可能
な阿佐谷南・高円寺北地区の不燃化率
に変更

雨水流出抑制対策施設の整備
率

変更なし 　

家庭内で何らかの防災対策を実
施している区民の割合

変更なし 　

避難・救護の拠点である震災救
援所（区立小中学校）を認知して
いる区民の割合

変更なし 　

区や地域等で実施する防災訓練
に参加した区民の割合

　 防災訓練に参加した区民数

区民意向調査による指標ではく、実
数が把握できる総合震災訓練及び
防災訓練の参加者数に変更（消防に
報告）

区内における刑法犯認知件数
（年）

変更なし 　

地域防犯自主団体数 ↑ 変更なし 　

区内における交通事故件数（年） ↑ 変更なし 　

区内での定住意向 変更なし 　

都市計画道路（区道）完成延長 変更なし 　

住環境に満足する区民の割合 変更なし 　

最低居住面積水準未満の住宅
に住む世帯の割合

変更なし 　

住環境に満足する区民の割合 変更なし 　

杉並区のまちを美しいと思う人
の割合

変更なし 　

― 　 区内全駅の1日平均乗降人数
旧施策にはまちのにぎわい度を示す
指標がなかったことから新設

地域特性を踏まえた商店街事業
の創出

　
就労支援センターの利用により、
就職が決定した人数

若者の就労支援は区の重要課題で
あり、支援の取組成果が把握できる
指標として新設

商店街への満足度 ↑ 変更なし 　

就職面接会によって区内事業者
に就職した人数

　 区内農業産出額
旧施策には都市農業の指標がなく、
「都市型農業の支援」が重点事業で
あることから指標を新設

緑被率 変更なし 　

区民一人当たりの都区立公園面
積

↑ 変更なし 　

1
災害に強い防
災まちづくり

2
減災の視点に
立った防災対策
の推進

3
安全・安心の地
域社会づくり

水とみどりの
ネットワークの
形成

4
利便性の高い
快適な都市基
盤の整備

5
良好な住環境
の整備

6
魅力的でにぎわ
いのある多心型
まちづくり

総合計画・施策指標新旧一覧

7

地域の特性を
活かし将来を見
据えた産業の
振興

8

指標の新設・変更理由

 新設等の指標　　　○斜線は26年度計画改定にあたり見直した施策・指標
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旧 目標
値ＵＰ 新

指標の新設・変更理由
番
号

施　策　名

施　策　指　標　名

太陽光発電機器設置数（太陽光
発電機器普及率）

　
区内の年間二酸化炭素排出量比
率（平成17年度比）

太陽光発電のみではなく、家庭用の
蓄電池・燃料電池等の普及による低
炭素社会づくりに向けた取組として
新設

区内太陽光発電による発電量 変更なし 　

区立施設の太陽光発電による発
電量

環境に配慮した取組を行っている区
民の割合

　

区民一人1日当たりのごみ排出
量

変更なし 　

資源回収率 変更なし 　

環境に配慮した取組を行ってい
る区民の割合

施策9と統合により廃止 　

杉並区内の年間電力使用量 施策9と統合により廃止 　

65歳健康寿命 変更なし 　

内臓脂肪症候群の該当者とその
予備軍の割合

変更なし 　

がんの死亡率
(年齢調整死亡率）

　 がんの75歳未満年齢調整死亡率

国及び都の「がん対策推進計画」と
の整合性を図り、75歳未満年齢調整
死亡率としたことで、がん予防に対し
て、より正確な指標になることから変
更

救急医療体制に安心感を持つ区
民の割合

変更なし 　

救急協力員（すぎなみ区民レス
キュー）登録者数

変更なし 　

―
要介護３以上の介護サービス受給
者のうち在宅サービスを受けている
者の割合

在宅医療や在宅介護の成果指標と
して新たに設定

（14）
健康危機管理
の推進

食中毒発生件数 施策廃止 　

65歳以上の高齢者でいきがいを
感じている人の割合

↑ 変更なし
ただし、調査データを３年ごと調査の高
齢者実態調査から、毎年調査の区民意
向調査に変更した。

75歳以上の高齢者で、週2回以
上外出している人の割合

　 指標廃止

75歳以上データが区民意向調査では補
足できず、65歳以上の状況にするとかな
り高い数値となり指標として適切ではな
いため。

地域活動・ボランティア活動・働
いている高齢者の割合

↑ 変更なし 　

地域包括支援センター延べ相談
者数

指標廃止
高齢者人口の増加による相談者数の増
加と捉えられる可能性もあり、活動指標
であるため廃止した。

在宅介護を続けていけると思う
介護者の割合

変更なし 　

― 　
要介護３以上の介護サービス受給
者のうち在宅サービスを受けている
者の割合

在宅医療や在宅介護の成果指標と
して新たに設定

9

【旧】再生可能
エネルギーを活
用した住宅都市
づくり
　　　　↓
【新】持続可能
な環境にやさし
い住宅都市づく
り

10
ごみの減量と資
源化の推進

（11）
環境を大切にす
る生活スタイル
の促進

11
いきいきと暮ら
せる健康づくり

12

【旧】地域医療
体制の整備
　　　　↓
【新】地域医療
体制の充実

13

【旧】高齢者の
いきがい活動の
支援
　　　　↓
【新】高齢者の
社会参加の支
援

【旧】高齢者の
在宅サービスの
充実
　　　　↓
【新】高齢者の
地域包括ケア
の推進

14
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旧 目標
値ＵＰ 新

指標の新設・変更理由
番
号

施　策　名

施　策　指　標　名

特別養護老人ホーム確保定員 変更なし 　

杉並型サービス付き高齢者向け
住宅

　
認知症高齢者グループホーム定
員

旧指標の事業は見直しがある一方、
認知症高齢者グループホームの整
備は重点事業であることから新設

年間新規就労者数 変更なし 　

― 　 重度障害者施設の利用者数
重度障害者通所施設の整備は重点
事業であることから新設

― 　 移動支援事業利用者数
障害者の社会参加状況を把握す
ることが可能な指標として新設

グループホーム利用者数 変更なし 　

地域生活への移行者数 　
障害者地域相談支援センター相
談件数

障害者地域相談支援センター（3
所）は相談支援の中核を担うこと
が期待されることから新設

「いってきまっぷ」閲覧数 　
地域のたすけあいネットワーク登
録者数

福祉移動サービス供給量 　
生活困窮者自立支援法に基づく
相談支援実施後の就労自立者数

― 　 後見制度利用手続き支援件数

子育てが地域の人に支えられて
ると感じる割合

変更なし 　

子育てを楽しいと感じる人の割
合

　
地域の子育て支援サービス等が
利用しやすいと感じる割合

今後の拠点整備や子育て応援券事
業など支援状況を把握できる指標と
して新設

ゆうラインへの相談件数 指標廃止 　

― 　 パパママ学級受講率
妊娠・出産期の支援状況の把握が
可能できる指標として新設

― 　 すこやか赤ちゃん訪問率
産後における母子支援が重点事
業であることから新設

21

【旧】安心して子
どもを産み育てら
れる環境づくり
　　　　↓
【新】子育てセー
フティネットの充
実

― 子育てを楽しいと感じる人の割合 　

保育所入所待機児童数 変更なし 　

保育園利用者の満足度 変更なし 　

放課後等デイサービス利用者数 　
療育が必要な未就学児の事業所
通所率

未就学児に対する療育体制の充実
が新規・重点事業であることから新
設

個別・グループ指導件数 　
保育所等訪問支援を行った区内
施設の割合

未就学児に対する療育体制の充実
が新規・重点事業であることから新
設

― 　
放課後等ディサービスに通所して
いる重症心身障害児の率

重症心身障害児の放課後居場所確
保状況を把握できる指標として新設

施策をセーフティネットの整備から生
活困窮者等の支援、地域の支えあ
い等の地域福祉の強化を進めるコン
セプトに変更したことから、重点であ
る計画事業等に関係する指標を新
設

17
障害者の地域
生活支援の充
実

【旧】支えあいと
セーフティネット
の整備
　　　　↓
【新】地域福祉
の充実

18

16

19

【旧】安心して子
どもを産み育てら
れる環境づくり
　　　　↓
【新】地域におけ
る子育て支援の
充実

20

【旧】安心して子
どもを産み育てら
れる環境づくり

　　　　↓
【新】妊娠・出産
期の支援の充実

22

【旧】保育の充
実
　　　　↓
【新】就学前に
おける保育・教
育の充実

15
要介護高齢者
の住まいと介護
施設の整備

障害者の社会
参加と就労機
会の充実

23

【旧】障害児援
護の充実
　　↓
【新】障害児支
援の充実
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旧 目標
値ＵＰ 新

指標の新設・変更理由
番
号

施　策　名

施　策　指　標　名

将来の夢・目標が定まっている
子ども（高校生）の割合

変更なし 　

学童クラブ待機児童数 変更なし 　

杉並区立中学校3年生の学習習
熟度

変更なし 　

― 　
杉並区立中学校3年生の相互承
認(自分と違う意見も大事にする
態度）の割合

「知・徳・体の調和のとれた人間形
成」が教育目標であることから、「徳」
の指標として追加新設

杉並区立中学校3年生の体力度 変更なし 　

情緒障害学級の入級待機児童
数（小学校）

変更なし 　

不登校児童・生徒の出現率 変更なし 　

校舎外壁補修実施校数 　 小中学校の老朽改築校数
26年5月策定した「老朽改築計画」の
進捗状況を把握できる指標として新
設

― 　
児童・生徒用端末1台当たりの児
童・生徒数

今後一層充実が求められる学校ＩＣＴ
の進捗状況を把握できる指標として
新設

学校図書館の年間平均貸出冊
数（児童・生徒一人当たり）

↑ 変更なし 　

地域運営学校の指定校数 変更なし 　

地域教育推進協議会設置数 変更なし 　

成人の週1回以上のスポーツ実
施率

変更なし 　

社会参加活動者の割合 変更なし 　

図書館利用者数 変更なし 　

区民一人当たりの文化・芸術に
親しむ機会の回数（月平均）

変更なし 　

区民一人当たりの文化・芸術に
親しむ機会の回数【区内】（月平
均）

変更なし 　

国内交流事業参加者数 ↑ 変更なし 　

平和のつどいへの参加者数 ↑ 変更なし 　

審議会における女性委員の登用
割合

変更なし 　

31
交流と平和、男
女共同参画の
推進

26
成長・発達に応
じたきめ細かな
教育の推進

27
学校教育環境
の整備・充実

28
地域と共にある
学校づくり

29

学びとスポーツ
で世代をつなぐ
豊かな地域づく
り

30
文化・芸術の振
興

24
子ども・青少年
の育成支援の
充実

25
生涯の基盤を
育む質の高い
教育の推進
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旧 目標
値ＵＰ 新

指標の新設・変更理由
番
号

施　策　名

施　策　指　標　名

町会・自治会加入率 変更なし 　

地域集会施設利用率 変更なし 　

すぎなみ地域大学講座修了者の
地域活動参加率

↑ 変更なし 　

６増　（７３指標　→　７９指標） 改定前と同じ指標 ５４指標

２５指標 目標値がアップした施策指標 １１指標

施策指標増減

新たに設定した指標

32
地域住民活動
の支援と地域
人材の育成
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