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「新しい中野をつくる１０か年計画」の改定に伴う達成状況調査の結果等について 

 

 「新しい中野をつくる１０か年計画」（以下「現計画」という。）の改定に伴い、現計画

の成果指標及び取り組みのステップに関する達成状況の調査を行い、以下のとおりの結果

となったので報告する。 

 なお、この結果を踏まえ、現計画の改定に向けた検討を進める。 

 

１ 調査の結果 

⑴ ステップの達成状況 

ステップの項目の数（個） 

 ステップ１ ステップ２ 

 ○ △ ◇ 合計 ○ △ ◇ 合計

領域Ⅰ 持続可能な活力あるまちづくり 44 19 0 63 7 31 9 47 
領域Ⅱ 自立してともに成長する人づくり 53 5 0 58 11 19 2 32 
領域Ⅲ 支えあい安心して暮らせるまち 42 6 0 48 17 12 4 33 
領域Ⅳ 区民が発想し、区民が選択する新しい自治 25 8 0 33 4 7 4 15 

合 計 164 38 0 202 39 69 19 127 
（凡例） ○：達成 △：着手 ◇：未着手 

      （詳細は、別冊１のとおり） 

 

⑵ 成果指標の達成状況 

成果指標の項目の数（個） 

 ◎ ○ △ 合計 

領域Ⅰ 持続可能な活力あるまちづくり 9 11 5 25 
領域Ⅱ 自立してともに成長する人づくり 6 6 5 17 
領域Ⅲ 支えあい安心して暮らせるまち 8 1 10 19 
領域Ⅳ 区民が発想し、区民が選択する新しい自治 3 6 3 12 

合 計 26 24 23 73 
（凡例） ◎：「２１年度目標値」を達成しているもの 

○：当初の値から向上し、「２１年度目標値」に近づいたもの 

△：当初の値から向上していないもの 
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ステップの達成状況 

 
（「新しい中野をつくる１０か年計画」の達成状況調査の結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ステップの達成状況の集計（平成１９年度末） ·······  p.1 
２ ステップの達成状況の一覧（平成１９年度末） ·······  p.2 



１　ステップの達成状況の集計（平成１９年度末）

　⑴　領域Ⅰ．持続可能な活力あ
　　るまちづくり

（ステップ１） （ステップ２）

Ⅰ－１　産業と人々の活力がみ
　なぎるまち

Ⅰ－２　環境に配慮する区民生
　活が根づくまち

Ⅰ－３　安全で快適な都市基盤
　を着実に築くまち

　⑵　領域Ⅱ．自立してともに成
　　長する人づくり

（ステップ１） （ステップ２）

Ⅱ－１　子育て支援活動など、
　地域活動が広がるまち

Ⅱ－２　子どもから大人まで、
　地域の中で自分の力をのばせ
　るまち

　⑶　領域Ⅲ．支えあい安心して
　　暮らせるまち

（ステップ１） （ステップ２）

Ⅲ－１　人々が自分の健康や暮
　らしを守るために努力してい
　るまち

Ⅲ－２　地域活動を中心に、と
　もに支えあうまち

Ⅲ－３　安心した暮らしが保障
　されるまち

　⑷　領域Ⅳ．区民が発想し、区
　　民が選択する新しい自治

（ステップ１） （ステップ２）

Ⅳ－１　自治のしくみが効果的
　に機能し、さまざまな担い手
　によって多様なサービスが展
　開するまち

Ⅳ－２　「小さな区役所」で、
　質の高い行政を実現するまち

（ステップ１） （ステップ２）

　　　　全体
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・「ステップ」とは、１０か年計画 第３章の「おもな取り組み」の「実現へのステップ」

・を指します。

・下の表は、平成１９年度末時点における各ステップの達成状況を示したものです。

（凡例）　○：達成　△：着手　◇：未着手

p.1



２　ステップの達成状況の一覧（平成１９年度末）

領域Ⅰ　持続可能な活力あるまちづくり

　Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち

　　活力とにぎわいあふれる中野の顔づくり　（p.34）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○都市型新産業誘致
のための条件整備検
討・調査

△都市型新産業の立
地推進

◇中小企業の事業活
動をバックアップする
財務・特許等の支援

◇中野駅周辺におけ
る都市型新産業の集
積推進

産業振興分野

○ビジネスフェアの出
展支援

△ビジネスフェアの開
催支援

◇ 都 市 型 産 業 を ア
ピ ー ル す る ビ ジ ネス
フェアの開催推進

産業振興分野

△「中野の顔」としての
中野駅周辺のグラン
ド・デザインの具体化

△商店街との協働によ
る中野駅周辺地区の
集客力向上の検討

△中野駅周辺地区の
集客力向上のしかけ
づくり

◇中野駅周辺地区の
集客力向上のための
取り組み拡大

拠点まちづくり分野
産業振興分野

○警察大学校等跡地
地区における地区計
画等の決定

△警察大学校等跡地
地区のまちづくりの事
業着手

◇警察大学校等跡地
地区のまちづくり事業
の本格化

◇警察大学校等跡地
地区のまちづくりがほ
ぼ完成

拠点まちづくり分野

△中野駅（駅舎・駅前
広場）地区の整備に向
けた関係機関との協
議・検討

◇中野駅（駅舎・駅前
広場）地区の整備計
画の策定

◇中野駅（駅舎・駅前
広場）地区の事業実
施

拠点まちづくり分野

◇区役所・サンプラザ
地区の再整備構想ま
とめ

◇区役所・サンプラザ
地区の再整備計画策
定

拠点まちづくり分野
経営分野

△中野駅南口地区を
はじめとする各地区の
まちづくりの検討

△中野駅南口地区の
まちづくり計画策定

◇中野駅南口地区で
地区計画等決定

◇中野駅南口地区の
まちづくり推進 拠点まちづくり分野

△中野駅周辺の各地
域のまちづくり検討推
進

△中野駅周辺の各地
域の整備構想の策定

◇一部の地区のまち
づくり事業着手 拠点まちづくり分野

・下の表は、平成１９年度末時点における各ステップの達成状況を示したものです。

・ステップの網掛けでない部分は、達成又は着手済み（○、△）のものです。

（凡例）　○：達成　△：着手　◇：未着手

p.2



　Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち

　　産業新生のしかけづくり　（p.36）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○都市型新産業誘致
のための条件整備検
討・調査

△都市型新産業の立
地推進

◇中小企業の事業活
動をバックアップする
財務・特許等の支援

◇中野駅周辺におけ
る都市型新産業の集
積推進

産業振興分野

○ビジネスフェアの出
展支援

△ビジネスフェアの開
催支援

◇都市型新産業をア
ピ ー ル す る ビ ジ ネス
フェアの開催推進

産業振興分野

○産・学・公の連携に
よる経営・技術等講座
の開設

産業振興分野

○大学等の教育・研
究機関の立地推進

◇大学等の教育・研
究機関の立地

拠点まちづくり分野

○相談、資金確保等
創業支援の充実

△インキュベーション
オフィスの立地推進

◇インキュベーション
オフィスの開設（桃丘
小跡）

◇インキュベーション
オフィスの開設（本町４
-４４）

産業振興分野

△文化芸術振興プロ
グラムの策定

△中野らしい文化芸
術の発信のためのし
かけづくり

△中野らしい文化芸
術の発信

◇文化芸術活動と産
業・教育・福祉などと
結びついたまちづくり
の展開

生涯学習分野
産業振興分野

　　活力と地域の交流がある商店街づくり　（p.37）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○商店主共同モデル
事業の検討

◇商店主共同モデル
事業の実施

◇商店主共同事業の
普及

◇建物の共同化の支
援など、新生商店街の
形成促進

産業振興分野

○地域コミュニティの
核となる商店街像の調
査・検討

◇（仮称）商店街活性
化協議会による検討

◇モデル商店街のま
ちなみづくり支援 産業振興分野

◇商店街再生のため
のプラン作成

産業振興分野

△商店街振興に役立
つ公的ファンドの活用
の支援

産業振興分野

△商店街の空き店舗
等を活用した保育や
介護事業等の誘導・
支援

産業振興分野
介護保険分野

○個店の経営能力向
上のための講座充実

△商店の業種・業態
転換支援

◇商店の業種・業態
転換の促進

産業振興分野

△商店街との協働によ
る中野駅周辺地区の
集客力向上の検討

△中野駅周辺地区の
集客力向上のしかけ
づくり

◇中野駅周辺地区の
集客力向上のための
取り組み拡大

産業振興分野

p.3



　Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち

　　多様な雇用機会の創出　（p.39）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○求職セミナーの実
施やハローワーク等と
の連携による求職活
動の支援

産業振興分野

○コミュニティビジネス
の支援

◇コミュニティビジネス
の拡大による地域内
雇用の創出

◇コミュニティビジネス
の区内各地域での幅
広い展開の推進

産業振興分野

○就労支援者の養成 障害福祉分野

△企業内通所授産事
業検討

◇企業内通所授産事
業実施

障害福祉分野

○障害者のＩＴ技術習
得支援

障害福祉分野

○ワークシェアリング
の普及･啓発の促進

男女平等分野

　　適切な土地活用の誘導　（p.40）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

△有効な土地利用の
ための方策の検討

△地区ごとの有効な
土地利用のための方
策の検討

都市計画分野

◇用途地域地区の見
直し

都市計画分野

△提案型地区計画を
支援するための「（仮
称）まちづくり条例」づ
くり

△地区計画によるまち
づくりの推進

都市計画分野

△規制・誘導手法の
活用によるまちづくり

都市計画分野

△上鷺宮地域の地区
計画検討

△上鷺宮地域の地区
計画検討・決定

◇上鷺宮地域のまち
づくり推進

北部地域まちづくり
分野

◇土地の有効利用に
向けた新たな方策の
展開

都市計画分野

　　拠点まちづくりの推進　（p.42）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○東中野駅周辺のま
ちづくり検討

△東中野駅周辺のま
ちづくり整備計画策定
と駅前広場整備着手

◇東中野駅周辺のま
ちづくりの推進と駅前
広場開設

◇東中野駅周辺のま
ちづくりの推進

都市計画分野
中部地域まちづくり
分野

○西武新宿線沿線ま
ちづくり構想等の策定

△西武新宿線沿線ま
ちづくりの整備計画検
討

◇西武新宿線と道路
の連続立体交差の実
現に向けた沿線まち
づくりの推進

◇西武新宿線と道路
の連続立体交差化事
業計画の促進

北部地域まちづくり
分野

p.4



　Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち

　　利用しやすい交通環境の推進　（p.44）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

△新しい交通システム
の検討

◇新しい交通システム
の導入

土木・交通分野

◇もみじ山通りの拡幅
整備事業認可・着手

都市計画分野

○コミュニティバス「な
かのん」の運行支援

△コミュニティバス運
行支援について検証

土木・交通分野

○新井薬師前駅・新
中野駅への自転車駐
車場の整備推進

△東中野駅前広場に
自転車駐車場を開設 土木・交通分野

都市計画分野

○野方駅北口整備着
手

◇野方駅北口整備 ◇野方駅北口開設
都市計画分野

○西武新宿線沿線ま
ちづくり構想等の策定

△西武新宿線沿線ま
ちづくりの整備計画検
討

◇西武新宿線と道路
の連続立体交差の実
現に向けた沿線まち
づくりの推進

◇西武新宿線と道路
の連続立体交差化事
業計画の促進

北部地域まちづくり
分野

　　多様で良質な住宅の誘導・確保　（p.46）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

△区営住宅（新井４丁
目）建て替え計画策定

◇区営住宅（新井４丁
目）整備

◇区営住宅（新井４丁
目）とこれにあわせた
民間賃貸住宅が開設

住宅分野

△住宅まちづくりの総
合支援のしくみ検討

◇住宅まちづくりの総
合支援のしくみ創設

都市計画分野

○新しい居住支援の
しくみ創設

住宅分野

△高齢者向け優良賃
貸住宅の整備（本町４
－３６）・誘導

住宅分野

p.5



　Ⅰ－２　環境に配慮する区民生活が根づくまち

　　省エネルギーに取り組むまちづくり　（p.49）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○環境配慮行動・事
業の紹介、評価・表彰
制度の整備

環境と暮らし分野

○地域環境アドバイ
ザーの育成

環境と暮らし分野

△自然エネルギー利
用拡大のための区民
ファンド設立準備

△区民ファンドの設立 △区民ファンド等によ
る自然エネルギー活
用事業の実施

環境と暮らし分野

△事業者の「グリーン
電力証書」購入促進

△家庭への自然エネ
ルギー機器設置の支
援

△地方都市や友好都
市 と の 自 然 エ ネ ル
ギー共同事業の実施

環境と暮らし分野

○事業者の環境マネ
ジメントシステム導入
の推進

環境と暮らし分野

○区役所本庁舎の環
境マネジメントシステム
ＩＳＯ認証取得

○区施設における省
エネルギー機器等の
活用推進

財産管理分野
評価改善分野

◇改築する学校での
省エネルギー・自然エ
ネルギー設備の導入

教育経営分野

　　ごみの発生抑制と資源化の推進　（p.51）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

△ごみリサイクル会計
の作成・公表

ごみ減量分野

△家庭ごみの有料化
調査・検討

◇家庭ごみの有料化
実施

ごみ減量分野

○町会・自治会等によ
る集団回収拡大支援

ごみ減量分野

○古紙の行政回収の
廃止

ごみ減量分野

○びん・缶回収の効率
化と回収拠点の増設

ごみ減量分野

○ペットボトルの回収
拠点の拡大

ごみ減量分野

△プラスチック製容器
包装回収の全区展開

ごみ減量分野

○生ごみ減量化啓発
の実施

ごみ減量分野

△生ごみの減量・資源
化の方策検討

◇地方都市との連携
等による生ごみの資源
化実施

ごみ減量分野

◇事業者の廃棄物の
共同処理と資源化の
促進

◇事業系一般廃棄物
の行政収集廃止 ごみ減量分野

p.6



　Ⅰ－２　環境に配慮する区民生活が根づくまち

　　身近なみどりの拡充　（p.52）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

△花とみどりを増やす
新しいしくみの検討

公園・道路分野

△区民やＮＰＯの行う
緑化活動の支援

公園・道路分野

○建築時の緑化指導 公園・道路分野

○沿道や河川沿いの
緑化

公園・道路分野

○校庭の芝生化（若
宮小）

○校庭の芝生化推進
（１校程度）

△校庭の芝生化推進
（１校程度）

△校庭の芝生化推進
（２校程度）

教育経営分野
財産管理分野

◇ 屋 上 緑 化 の 推 進
（学校など）

教育経営分野
財産管理分野

p.7



　Ⅰ－３　安全で快適な都市基盤を着実に築くまち

　　安心して住み続けられるまちづくり　（p.56）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○住宅等の共同化の
推進

南部地域まちづくり
分野
中部地域まちづくり
分野
北部地域まちづくり
分野

○道路の整備・住環
境の確保・不燃化の推
進（南台四丁目地区、
平和の森公園周辺地
区、南台一・二丁目地
区）

南部地域まちづくり
分野
北部地域まちづくり
分野

○東大附属中等教育
学校一帯の不燃化調
査

△東大附属中等教育
学校一帯の不燃化促
進事業の実施

南部地域まちづくり
分野

△警察大学校等跡地
における防災公園等
の整備

公園・道路分野

　　まちの防災機能の強化　（p.58）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○戸別訪問による耐
震化支援の推進

建築分野

○耐震診断等の支援 建築分野

○携帯メールを利用し
た防災情報の伝達・収
集システムの構築・運
用

防災分野

○ＣＴＮ５チャンネルで
の河川水位情報等の
提供

△地域防災系無線の
デジタル化に向けた
準備

◇地域防災系無線の
デジタル化 防災分野

○避難所周辺のマン
ホールを順次非常用ト
イレとして活用

防災分野

　　道路・橋梁の安全性・快適性の向上　（p.59）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○狭あい道路の拡幅
整備推進

公園・道路分野

○道路の舗装改良・
橋梁の再生整備推進

公園・道路分野

p.8



　Ⅰ－３　安全で快適な都市基盤を着実に築くまち

　　みどりのネットワークがあるまちづくり　（p.61）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○（仮称）北部防災公
園の整備

公園・道路分野

△ビオトープのネット
ワークについて検討

△ビオトープづくりの
推進

公園・道路分野

○巡回パトロールによ
る適正利用の指導

公園・道路分野

△公園の芝生化 公園・道路分野

○沿道や河川沿いの
緑化

公園・道路分野

◇ 屋 上 緑 化 の 推 進
（学校など）

教育経営分野
財産管理分野

◇ 公 園 の 拡 張 整 備
（みなみ公園）

◇ 公 園 の 拡 張 整 備
（囲桃園公園、上町公
園、本一公園）

公園・道路分野

◇道路緑化 公園・道路分野

△環境共生のための
公園整備

公園・道路分野

△警察大学校等跡地
における防災公園等
の整備

公園・道路分野

　　だれもが利用しやすいユニバーサルデザインのまちづくり　（p.62）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

△ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進
のための指針等の検
討

△ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進
のための指針・体制づ
くり

計画財務分野

○駅周辺での道路の
段差解消などの整備

公園・道路分野

○区有施設のバリアフ
リー化の推進

財産管理分野
公園・道路分野
教育経営分野

△区の施策や事業の
ユニバーサルデザイン
化の取り組み

財産管理分野

p.9



領域Ⅱ　自立してともに成長する人づくり

　Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち

　　子どもの育ちを支える地域づくり　（p.67）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○子育てサポーター
養成講座の開催

育成活動支援分野

○子育てサポーター
の育成活動参加支援

育成活動支援分野

△地域の子ども育成
に関するネットワーク
再編

地域子ども家庭支
援センター分野

○小学校の校庭等を
活用しての、学校や地
域と連携した児童館事
業の実施

△小学校施設を活用
した遊び場機能等の
展開（塔山児童館）と
児童館の他の施設へ
の転用等（塔山児童
館、桃が丘児童館、橋
場児童館）

△小学校施設を活用
した遊び場機能等の
展開（江古田児童館）
と児童館の他の施設
への転用等（江古田
児童館）

◇小学校施設を活用
した遊び場機能等の
展開（丸山児童館・野
方児童館・大和児童
館・上高田児童館）と
児童館の他の施設へ
の転用等（野方児童
館・上高田児童館・沼
袋西児童館）

地域子ども家庭支
援センター分野

◇中高生が利用しや
すい児童館への機能
拡充(大和児童館)

地域子ども家庭支
援センター分野

○児童館における子
ども家庭支援センター
機能の展開

△４つの地域に (仮
称)地域子ども家庭支
援センターを設置（南
中野、仲町、丸山、鷺
宮の各児童館を活用）

△ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンター内に
(仮称)地域子ども家庭
支援センターを移転・
整備(仲町小跡)

◇ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンター内に
(仮称)地域子ども家庭
支援センターを移転・
整備(沼袋小跡、中野
富士見中跡ほか)

地域子ども家庭支
援センター分野

○民間活力を活用し
た学童クラブ運営の検
討・準備

○民間活力を活用し
た学童クラブ運営開始 地域子ども家庭支

援センター分野

○安全パトロール等の
子どもを守る地域活動
の実施

危機管理分野

○保護者への不審者
情報等の提供

学校教育分野
地域子ども家庭支
援センター分野

○侵入者の防止など
施設の安全性を高め
る方策の検討・実施

教育経営分野

p.10



　Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち

　　健やかに子どもを育む家庭づくり　（p.69）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○親準備教育の講座
の開催

子ども健康分野

○新産婦新生児訪問
の実施

○新産婦新生児訪問
の拡充と、子育て期を
通じた継続的な支援

子ども健康分野
出産・育児支援分
野

○育児不安を抱える
母親へのグループミー
ティングの実施

子ども健康分野
出産・育児支援分
野

○子ども関連施設で
の健康増進等の啓発
推進

子ども健康分野
出産・育児支援分
野

○子どもかかりつけ医
の定着推進

子ども健康分野

○健康な生活習慣の
定着のためのプログラ
ムの実施

子ども健康分野

○児童館における子
ども家庭支援センター
機能の展開

△ ４ つ の地 域に (仮
称)地域子ども家庭支
援センターを設置（南
中野、仲町、丸山、鷺
宮の各児童館を活用）

△ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンター内に
(仮称)地域子ども家庭
支援センターを移転・
整備(仲町小跡)

◇ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンター内に
(仮称)地域子ども家庭
支援センターを移転・
整備(沼袋小跡、中野
富士見中跡ほか)

地域子ども家庭支
援センター分野

　　特別な支援を必要とする子どもと家庭への支援の強化　（p.71）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○虐待防止支援訪問
の開始

子育て支援分野

○関係機関 のネ ット
ワークによる早期発見
等の体制づくり

子ども健康分野
子育て支援分野
学校教育分野

○児童相談所との連
携・協力による虐待対
応の拡充（見守りサ
ポートの実施等）

子育て支援分野

○親や区民一般に対
する啓発

子育て支援分野

○子どもに関わる職員
の早期発見・対応力の
向上

子育て支援分野
学校教育分野

○発達の遅れや障害
のある子どもに対する
個別支援対策の充実

○発達の遅れや障害
のある子どもに対する
個別支援の強化

子ども健康分野
出産・育児支援分
野

○児童館における子
ども家庭支援センター
機能の展開

△４つの地域に (仮
称)地域子ども家庭支
援センターを設置（南
中野、仲町、丸山、鷺
宮の各児童館を活用）

△ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンター内に
(仮称)地域子ども家庭
支援センターを移転・
整備(仲町小跡)

◇ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンター内に
(仮称)地域子ども家庭
支援センターを移転・
整備(沼袋小跡、中野
富士見中跡ほか)

地域子ども家庭支
援センター分野

p.11



　Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち

　　さまざまなサービスで支えられる子育て支援の推進　（p.73）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○地域の子どもの一
人ひとりに応じた充実
した支援の検討

○地域の子どもの一
人ひとりに応じた充実
した支援の実施

地域子ども家庭支
援センター分野

○育児支援ヘルパー
の派遣

子育て支援分野

○リフレッシュを理由と
する一時保育の実施

子育て支援分野

○ショートステイ等の
子育てサービスの拡
充

子育て支援分野

○病後児保育・休日
保育・年末保育等の
拡充

子育て支援分野

○ひと り親等への養
育・就労支援の強化

子育て支援分野

△母子生活支援施設
の建て替え（中央５－
３２の用地）

子育て支援分野

○区立保育所の民営
化(あけぼの、大和北)

○民間保育所の新設
(東中野５－１７の用
地)と区立保育所の廃
園（東中野、住吉）

△区立保育所の民営
化(新井、桃が丘＝建
て替え)

◇民間保育所の新設
(江古田児童館跡、野
方児童館跡)と区立保
育所の廃園（南江古
田、野方）

保育園・幼稚園分
野

○区立保育所の指定
管理制度の活用（打
越、西鷺宮)

保育園・幼稚園分
野

◇区立保育所の民営
化(沼袋西 ＝建 て替
え)

保育園・幼稚園分
野

◇認証保育所新規開
設支援(東中野保育園
跡)

保育園・幼稚園分
野

○児童館における子
ども家庭支援センター
機能の展開

△ ４ つ の地 域に (仮
称)地域子ども家庭支
援センターを設置（南
中野、仲町、丸山、鷺
宮の各児童館を活用）

△ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンター内に
(仮称)地域子ども家庭
支援センターを移転・
整備(仲町小跡)

◇ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンター内に
(仮称)地域子ども家庭
支援センターを移転・
整備(沼袋小跡、中野
富士見中跡ほか)

地域子ども家庭支
援センター分野

　　質の高い幼児教育・保育の実施　（p.74）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○幼児教育・保育推
進のためのしくみの検
討

○(仮称)子育て・幼児
教育センターの開設 保育園・幼稚園分

野

○私立幼稚園の預か
り保育の拡充

△幼児教育・保育推
進プログラムの実施

保育園・幼稚園分
野

△区立幼稚園２園（や
よい、みずのとう）の幼
児総合施設への転換
に向けた検討・準備

△区立幼稚園２園（や
よい、みずのとう）の幼
児総合施設への転換
に向けた移行準備・実
施

◇民営の幼児総合施
設への転換（やよい、
みずのとう） 保育園・幼稚園分

野

p.12



　Ⅱ－２　子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち

　　だれもが等しく社会参加ができるまちづくり　（p.77）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○（仮称）男女共同参
画センターの開設

男女平等分野

○ＤＶ相談や支援の
強化

男女平等分野

○ＤＶ被害者の人権
保障、権利擁護のた
めの支援の実施

男女平等分野

○男女平等の取り組
みの推進

男女平等分野

○事業者や地域への
働きかけの推進

男女平等分野

○人権教育や人権啓
発活動の推進

学校教育分野
平和・人権・国際化
分野

　　障害のある子どもの教育の充実　（p.78）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○特別支援教育に向
けた教員研修等の充
実

○小・中学校全校での
特別支援教育の推進 学校教育分野

○推進モデル校によ
る特別支援教育の推
進（小学校１校、中学
校１校）

◇特別支援教育のた
めの教室の整備

学校教育分野

△学校への巡回指導
の実施

学校教育分野

△発達障害相談体制
の整備

子ども健康分野
出産・育児支援分
野
学校教育分野

　　多様な教育を受けられ、生きる力を育む学校づくり　（p.81）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○聞く、話す、読む、
書く力を高める教育の
推進

○聞く、話す、読む、
書く力を高める教育の
定着と拡充

学校教育分野

○勤労体験 、ボ ラン
ティア体験の充実

学校教育分野

○少人数指導や習熟
度別指導の推進

○少人数指導や習熟
度別指導の充実

学校教育分野

○教育マイスター制度
の導入

○教育マイスター制度
の拡充

学校教育分野

○連携型の小・中一
貫カリキュラムの検討

△連携型の小・中一
貫カリキュラムの研究・
開発、研究推進校によ
る実践（１中学校区）

◇連携型の小・中一
貫カリキュラムの研究
推進校の拡大、推進

学校教育分野

○（仮称）学校統合委
員会の設置による学
校再編の準備

○ 統 合 新 校 の 開 設
（桃園第三小と仲町小
と桃丘小で１校、第六
中と第十一中で１校）

△ 統 合 新 校 の 開 設
（中野昭和小と東中野
小で１校、第一中と中
野富士見中で１校）

△校舎の増改築を伴
う統合新校の開設（野
方小と丸山小と 沼袋
小で２校、第九中と中
央中で１校）

教育経営分野

p.13



　Ⅱ－２　子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち

　　地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり　（p.82）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○学校の外部評価制
度の見直し、拡充

△外部評価制度の拡
充

学校教育分野

○職場体験学習の充
実

学校教育分野

○長期授業公開制度
の試行実施

△長期授業公開制度
の全校実施

学校教育分野

○小学校の校庭等を
活用しての、学校や地
域と連携した児童館事
業の実施

△小学校施設を活用
した遊び場機能等の
展開（塔山児童館）

△小学校施設を活用
した遊び場機能等の
展開（江古田児童館）

◇小学校施設を活用
した遊び場機能等の
展開（丸山児童館・野
方児童館・大和児童
館・上高田児童館）

地域子ども家庭支
援センター分野

　　健やかな身体を育む学校づくり　（p.84）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○体力調査及び分析
の実施、体力向上プロ
グラムの検討

△体力向上プログラム
の策定、学校ごとの体
力向上プログラムに基
づく取り組みの実施

学校教育分野

○食の実態調査の調
査・分析

△各校の実態に即し
た食育の展開

学校教育分野

　　新しい自分や仲間と出会う学習・スポーツ活動の推進　（p.85）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○地域スポーツクラブ
の枠組み検討

△地域スポーツクラブ
の設立準備委員会の
立ち上げ

△地域スポーツクラブ
の設立と活動拠点の
整備（仲町小跡）

◇地域スポーツクラブ
の設立と活動拠点の
整備（沼袋小跡ほか）

生涯学習分野

○生涯学習情報提供
の充実

生涯学習分野

　　利用しやすい魅力ある図書館の運営　（p.86）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

△特色ある地域図書
館の蔵書構成検討

△特色ある地域図書
館に向けた蔵書収集
の推進

生涯学習分野

△ 学 校 図 書 館 の 選
書・運営方法等の検
討、整備対象校の調
整

◇学校図書館の地域
開放の推進

生涯学習分野

　　文化芸術のまちづくりの推進　（p.87）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

△文化芸術振興プロ
グラムの策定

△中野らしい文化芸
術の発信のためのし
かけづくり

△中野らしい文化芸
術の発信

◇文化芸術活動と産
業・教育・福祉などと
結びついたまちづくり
の展開

生涯学習分野
産業振興分野

△文化芸術活動の拠
点の検討

◇若手芸術家等が創
作活動や稽古などで
自由に使える場や環
境の整備（桃丘小跡）

産業振興分野

p.14



領域Ⅲ　支えあい安心して暮らせるまち

　Ⅲ－１　人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち

　　健康自己管理習慣の普及支援　（p.90）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

◇健康自己管理シス
テムの開発

◇健康自己管理シス
テム稼動、運用

健康推進分野

◇健康自己管理シス
テムと連動した相談・
指導体制の構築

健康推進分野

○健診結果に基づく
相談、栄養・運動指導
と生活習慣改善事業
の推進

○健診結果に基づく
相談、栄養・運動指導
と生活習慣改善事業
の充実

健康推進分野
地域保健福祉分野

○各世代にわたる総
合的健康づくりプログ
ラムの検討

○総合的健康づくりプ
ログラムの策定

△総合的健康づくりプ
ログラムの実施 健康推進分野

△地域スポーツクラブ
の設立と活動拠点の
整備（仲町小跡）

◇地域スポーツクラブ
の設立と活動拠点整
備（沼袋小跡ほか）

生涯学習分野

○健康公園の整備 健康推進分野
公園・道路分野

　　健康づくりを支える環境の整備　（p.92）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

△医療連携のための
新たな推進会議の設
置

健康推進分野

△健康自己管理シス
テムの医療機関との連
携を検討

◇医療連携ネットワー
クづくりの推進 健康推進分野

○学校・家庭・関係機
関と連携した食育・健
康教育の推進

学校教育分野
子ども健康分野

　　健康寿命を延ばす介護予防の推進　（p.93）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○高齢者健康づくり事
業の推進

○高齢者健康づくりの
ための環境整備

健康推進分野
地域保健福祉分野

○介護予防健診の実
施検討

○介護予防健診の実
施

健康推進分野

○介護予防事業の構
築

○介護予防事業の推
進・検証

◇介護予防事業の再
構築

健康推進分野

○高齢者会館機能の
見直し及び充実

地域保健福祉分野
健康推進分野

◇高齢者会館の施設
整備(宮園高齢者会館
移転）

◇高齢者会館の整備
（本一高齢者会館移
転、（仮称）鍋横高齢
者会館新設）

地域保健福祉分野

p.15



　Ⅲ－１　人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち

　　障害者の社会参加の促進　（p.95）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

△ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進
のための指針等の検
討

△ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進
のための指針・体制づ
くり

計画財務分野

○駅周辺での道路の
段差解消などの整備

公園・道路分野

○区有施設のバリアフ
リー化推進

財産管理分野
公園・道路分野
教育経営分野

△区の施策や事業の
ユニバーサルデザイン
化の取り組み

財産管理分野

　　障害者の就労機会の拡大　（p.96）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○障害者の雇用促進 障害福祉分野
経営分野

○就労支援者の養成 障害福祉分野

△企業内通所授産事
業検討

◇企業内通所授産事
業実施

障害福祉分野

○障害者の就労技術
（ＩＴ）習得支援検討

○障害者の就労技術
（ＩＴ）習得支援実施

障害福祉分野

　　高齢者の就労・社会貢献の支援　（p.98）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○求職セミナーの実
施やハローワーク等と
の連携による求職活
動の支援

産業振興分野

○コミュニティビジネス
の支援

◇コミュニティビジネス
の拡大による地域内
雇用の創出

産業振興分野

○ワークシェアリング
の普及・啓発の促進

男女平等分野

○公益活動を支援す
る助成制度の創設と
（仮称）ＮＰＯ活動セン
ターの開設

○公益活動を行うさま
ざまな団体との連携強
化

地域活動分野

△地域通貨の導入支
援の検討

◇地域通貨の導入支
援

環境と暮らし分野

p.16



　Ⅲ－２　地域活動を中心に、ともに支えあうまち

　　支えあいの風土の醸成　（p.102）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○保健福祉センター
地域調整機能の充実

地域保健福祉分野

○地域見守り支援ネッ
トワークの拡充

福祉推進分野

○公益活動を支援す
る助成制度の創設と
（仮称）ＮＰＯセンター
の開設

○公益活動を行うさま
ざまな団体との連携強
化

地域活動分野

△関係機関、団体、住
民による地域ケアネッ
トワークの構築

◇関係機関、団体、住
民による地域ケアネッ
トワークの活性化

◇包括的な地域見守
りネットワークの発展 福祉推進分野

○町会・自治会と区の
協働による支えあい活
動の推進

地域活動分野
福祉推進分野

○コミュニティビジネス
の支援

産業振興分野

△地域通貨の導入支
援検討

◇地域通貨の導入支
援

環境と暮らし分野

△商店街の空き店舗
等を活用した保育や
介護事業の誘導・支
援

産業振興分野
介護保険分野

○地域包括支援セン
ター設置（８か所）

◇ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンターの設
置（地域包括支援セン
ター等を移転・設置）
（仲町小跡）

◇ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンターの設
置（地域包括支援セン
ター等を移転・設置）
（沼袋小跡、中野富士
見中跡ほか）

福祉推進分野
地域保健福祉分野

　　仕事・家庭・地域のバランスのとれた暮らし方　（p.103）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○ワークシェアリング
の普及・啓発の促進

△ワークシェアリング
に関する施策の検討

男女平等分野

△団塊世代の実態調
査の実施

◇団塊世代が地域で
活躍するための施策
の定着化

男女平等分野

○女性の子育て支援
や就労支援の推進

男女平等分野

p.17



　Ⅲ－３　安心した暮らしが保障されるまち

　　権利擁護と地域ケアの連携体制の確立　（p.107）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○保健福祉センター
地域調整機能の充実

○地域ケア体制の充
実

地域保健福祉分野

○地域包括支援セン
ターの開設（８か所）

◇ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンターの設
置（地域包括支援セン
ター等を移転・整備）
（仲町小跡）

◇ （ 仮 称 ） 総 合 公 共
サービスセンターの設
置（地域包括支援セン
ター等を移転・整備）
（沼袋小跡、中野富士
見中跡ほか）

福祉推進分野
地域保健福祉分野

○虐待防止の相談・
対応

福祉推進分野

△成年後見制度の利
用を促進するための
法人後見の推進

福祉推進分野

○見守り・緊急通報シ
ステムの開始

○見守り・緊急通報シ
ステムの見直し・改善

福祉推進分野

　　心の健康支援　（p.108）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○精神障害者の地域
支援体制の整備（グ
ループホーム等）検討

○精神障害者の地域
支援体制の整備

◇精神障害者地域支
援体制の充実 地域保健福祉分野

障害福祉分野

○心の病についての
理解促進と相談の推
進

地域保健福祉分野

△精神障害者社会復
帰センター移転（仲町
小跡総合公共サービ
スセンター内）

障害福祉分野

　　健康不安のない暮らしの維持　（p.109）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○感染症発生動向調
査の実施、疾病ごとの
情報収集システムの
整備

保健予防分野

○健康危機に対する
図上訓練の実施

○区内の関係機関・
団体を含めた健康危
機に対する総合訓練
の実施

保健予防分野

○区民の感染症予防
意識の定着促進

保健予防分野

　　暮らしの衛生が守られるまちの推進　（p.111）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○食品の安全安心確
保対策の検討

○食品の安全を守る
ための行動プランの策
定・推進

生活衛生分野

○ペットの飼育につい
て関係団体と連携協
力体制の形成

△ペットの飼育につい
ての指導者養成 生活衛生分野

p.18



　Ⅲ－３　安心した暮らしが保障されるまち

　　安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営　（p.112）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○適正な医療給付の
推進

保険医療分野

○保険料の収納確保
対策の実施

保険医療分野

　　要介護認定者等の在宅生活を支える介護保険制度運営　（p.112）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○適正な制度運営の
推進

介護保険分野

　　豊かで適正なサービス供給の促進　（p.114）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○江古田の森保健福
祉施設の整備

△江古田の森保健福
祉施設の開設

介護保険分野

○知的障害者通所援
護施設の開設（本町５
－４０）

障害福祉分野

○小規模多機能型居
宅介護施設整備（１か
所）

△小規模多機能型居
宅介護施設整備（江
古田防災職員住宅跡
ほか２か所）

△小規模多機能型居
宅介護施設整備（東
中野小跡ほか２か所）

◇小規模多機能型居
宅介護施設整備（南
部保健福祉センター
跡ほか４か所）

介護保険分野

○ 認 知 症 グ ル ー プ
ホーム等誘導整備（２
か所）

△ 認 知 症 グ ル ー プ
ホーム等誘導整備（４
か所）

◇ 認 知 症 グ ル ー プ
ホーム等誘導整備（４
か所）

◇ 認 知 症 グ ル ー プ
ホーム等誘導整備（４
か所）

介護保険分野

◇知的障害者授産施
設整備（中野福祉作
業所）

障害福祉分野

○ 障 害 者 グ ル ー プ
ホーム誘導整備（２か
所）

△ 障 害 者 グ ル ー プ
ホーム誘導整備（２か
所）

◇ 障 害 者 グ ル ー プ
ホーム誘導整備（２か
所）

◇ 障 害 者 グ ル ー プ
ホーム誘導整備（４か
所）

障害福祉分野

　　生活の安定の保障と自立への取り組み支援　（p.115）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○就労支援による自
立支援の実施、個別
支援プログラムの検討

○個別支援プログラム
による自立支援の実
施

生活援護分野

p.19



領域Ⅳ　区民が発想し、区民が選択する新しい自治

　Ⅳ－１　自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するまち

　　区民の公益活動の推進　（p.119）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○町会・自治会と区の
協働による支えあい活
動の推進

地域活動分野
福祉推進分野

△地域団体活動の拠
点となる施設運営のし
くみづくり（地域での話
し合い）

◇地域団体による施
設運営開始（地域セン
ターを（仮称）区民活
動センターへ転換開
始）

◇地域団体による施
設運営の拡大（地域セ
ンターを（仮称）区民
活動センターへ転換
拡大）

◇地域団体による施
設運営の拡大（全地
域センターが（仮称）
区民活動センターへ
転換）

地域活動分野

◇（仮称）南中野区民
活動センター(総合窓
口併設)の移転整備
（弥生町５－５）

◇（仮称）東中野区民
活動センターの移転
整備（東中野５－１７）

地域活動分野

◇（仮称）昭和区民活
動センターの移転整
備（中野５－３）

地域活動分野

○公益活動を支援す
る助成制度の創設と
（仮称）ＮＰＯ活動セン
ターの開設（現環境リ
サイクルプラザ内に開
設）

○公益活動を行うさま
ざまな区民団体との連
携強化

地域活動分野

○公募による事業提
案制度の創設

○ 区 民 団 体 の 公 共
サービスへの参入機
会の拡大

地域活動分野

△地域通貨の導入支
援検討

◇地域通貨の導入支
援

環境と暮らし分野

　　皆に届くわかりやすい区政情報の提供　（p.120）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○ホームページによる
情報提供の拡充

△区民への新たな情
報提供手法検討・準
備

◇区民への新たな情
報提供手法の拡充 広報分野

情報化推進分野

○ケーブルテレビ（ＣＴ
Ｎ）のコミュニティチャ
ンネルの区内全域視
聴可能化

△ITを活用した映像
情報コンテンツの充実
検討

△ITを活用した映像
情報コンテンツの充実

情報化推進分野

　　区民の声を受け止め生かす区政の推進　（p.121）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○区民が区政に参加
し、意見を述べる多様
な機会の提供

区民の声分野

p.20



　Ⅳ－１　自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するまち

　　安全で安心な地域生活の推進　（p.123）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○商店街等の事業所
や中学生を対象とした
防災訓練の推進

防災分野

△商店街等との物資
供給協定の締結促進

防災分野

○防犯資機材の支給
等による地域の自主
的な防犯活動の支援

危機管理分野

○警察や消防等の関
係機関との連携強化

危機管理分野

○消費生活相談・啓
発の充実

環境と暮らし分野

○保護者への不審者
情報等の提供

学校教育分野
地域子ども家庭支
援センター分野

○侵入者の防止など
施設の安全性を高め
る方策の検討・実施

教育経営分野

○安全パトロール等の
子どもを守る地域活動
の実施

危機管理分野

　　平和・国際交流の推進　（p.124）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○ 平 和 の 意 義 の 普
及、平和交流事業の
推進

平和・人権・国際化
分野

○外国人向け生活情
報の提供推進

平和・人権・国際化
分野

○国際理解教育の推
進

学校教育分野

p.21



　Ⅳ－２　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち

　　区民満足度の高い「小さな区役所」の実現　（p.128）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○目標と成果による区
政運営の徹底、推進

評価改善分野

○政策の研究・開発の
体制整備と稼動

調査研究分野

○民間サービス利用
の苦情対応のしくみの
検討

○民間サービス利用
の苦情対応のしくみ充
実

福祉推進分野

△発生主義会計の導
入検討

△発生主義会計の試
行

◇発生主義会計の導
入

経営分析分野

△ＡＢＣ分析や市場化
テストの検討・試行

△ＡＢＣ分析や市場化
テストの実施

評価改善分野

○短時間勤務職員等
の採用

人事分野

○任期付職員の採用 人事分野

　　区民の暮らしを守る体制の整備　（p.129）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○職員の救急救命講
習の受講推進

△職員の救急救命講
習の受講推進（全職
員受講）

人事分野

　　便利で利用しやすい行政サービスの拡充　（p.131）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 所管分野

○電子申請対応手続
の拡充

情報化推進分野
戸籍住民分野

○ マ ル チ ペ イ メ ン ト
ネットワークシステムの
構築・稼動

◇ マ ル チ ペ イ メ ン ト
ネットワークシステムの
対応拡充（税、国保）

会計室
情報化推進分野
税務分野
保険医療分野

○施設予約システム
の検討

○施設予約システム
の稼動

情報化推進分野

◇統合型ＧＩＳシステム
の開発

◇統合型ＧＩＳシステム
の稼動

情報化推進分野
広報分野

△コンビニエンスストア
や交通結節点など、新
たな窓口・証明書交付
検討

◇コンビニエンスストア
や交通結節点など、新
たな証明書交付の実
施

戸籍住民分野
地域活動分野
情報化推進分野

△休日・夜間窓口の
取扱業務の拡充の検
討

△休日・夜間窓口の
取扱業務の拡充 戸籍住民分野

経営分野

△地域センター窓口
の集約準備

△地域センター窓口
の集約化（南中野、東
部、江古田、野方、鷺
宮に集約）

戸籍住民分野

p.22
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成果指標の達成状況 

 
（「新しい中野をつくる１０か年計画」の達成状況調査の結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 成果指標の達成状況の集計（平成１９年度末） ·······  p.1 
２ 成果指標の達成状況の一覧（平成１９年度末） ·······  p.2 



１　成果指標の達成状況の集計（平成１９年度末）

　⑴　領域Ⅰ．持続可能な活力あるまちづくり

Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち
　（指標１０個）

Ⅰ－２　環境に配慮する区民生活が根づくまち
　（指標６個）

　　Ⅰ－３　安全で快適な都市基盤を着実に築くまち
　（指標９個）

　⑵　領域Ⅱ．自立してともに成長する人づくり

Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　（指標８個）

Ⅱ－２　子どもから大人まで、地域の中で自分の力を
　のばせるまち　（指標９個）

　⑶　領域Ⅲ．支えあい安心して暮らせるまち

Ⅲ－１　人々が自分の健康や暮らしを守るために努力
　しているまち　（指標９個）

Ⅲ－２　地域活動を中心に、ともに支えあうまち
　（指標３個）

Ⅲ－３　安心した暮らしが保障されるまち
　（指標７個）

　⑷　領域Ⅳ．区民が発想し、区民が選択する新しい
　　自治

Ⅳ－１　自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな
　担い手によって多様なサービスが展開するまち
　（指標７個）

Ⅳ－２　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現す
　るまち（指標５個）

　　　　　　　全体

※　測定することができた指標のみ掲載

○ 24 △ 23◎ 26

○ 3

○ 4

○ 4

△ 3

△ 1

◎ 4

◎ 1

◎ 4 △ 1

○ 3

○ 3

△ 3

△ 2◎ 4

◎ 2

◎ 3

◎ 4

○ 1 △ 5

◎ 1

△ 3

△ 2

・「成果指標」とは、１０か年計画 第３章において位置づけられた取り組みの達成度
・

　を測る目安です。

・１０か年計画には、｢２１年度目標値｣と｢２６年度目標値｣が定められていますが、

・ここでは２１年度目標値の達成状況を示しています。

・グラフ中の記号は下記の凡例のとおりで、数値は該当する成果指標の個数です。

（凡例）　◎：２１年度目標値を達成しているもの

・　　　　○：当初の値から向上し、２１年度目標値に近づいたもの

・　　　　△：当初の値から向上していないもの

0％     20％    40％    60％    80％   100％

0％     20％    40％    60％    80％   100％

0％     20％    40％    60％    80％   100％

○ 2 △ 3

◎ 1

◎ 2

○ 4

0％     20％    40％    60％    80％   100％

0％     20％    40％    60％    80％   100％

p.1



２　成果指標の達成状況の一覧（平成１９年度末）

領域Ⅰ　持続可能な活力あるまちづくり

　Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち

　　活気とにぎわいあふれる中野の顔づくり　（p.32）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

通勤・通学による
区内への流入人
口

― ８６，５３１人
（１２年度）

未測定 未測定 ８５，５００人 ８９，０００人

産業振興分野
拠点まちづくり分野

区内商業売上高 ◎ １兆１１３５億円
（１４年度）

未測定 １兆１８５９億円 １兆１６００億円 １兆２２００億円

　　産業新生のしかけづくり　（p.34）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

区内の情報通信
および人的サー
ビス提供事業所
数

◎ ３５８
（１３年度）

４６４ 未測定 ４５０ ５５０

産業振興分野

　　活力と地域の交流がある商店街づくり　（p.36）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

区内商業売上高 ◎ 1兆1135億円
（１４年度）

未測定 1兆1859億円 1兆1600億円 1兆2200億円
産業振興分野

　　多様な雇用機会の創出　（p.38）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

区民の就業者の
うち、区内で就業
している人の割
合

△ ３９．９％
（１２年度）

３１．７％
（１７年度）

未測定 ４１％ ４３％
産業振興分野
障害福祉分野
男女平等分野

　　適切な土地活用の誘導　（p.39）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

ネット容積率※ ○ １３８．４％
（１３年度）

１４４．６％ 未測定 １５２％
（１８年度）

１６０％

都市計画分野
提案型地区計画
の導入件数

△ ― ０件 ０件 ３件 １０件

　※区全体の宅地面積に対する延べ床面積の割合です。

・１０か年計画には、「２１年度目標値」と「２６年度目標値」が定められています
・

　が、ここでは２１年度目標値の達成状況を示しています。

（凡例）　◎：２１年度目標値を達成しているもの

・　　　　○：当初の値から向上し、２１年度目標値に近づいたもの

・　　　　△：当初の値から向上していないもの

p.2



　Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち

　　拠点まちづくりの推進　（p.41）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

通勤・通学による
区内への流入人
口

― ８６，５３１人
（１２年度）

未測定 未測定 ８５，５００人 ８９，０００人 都市計画分野
中部地域まちづくり分野
北部地域まちづくり分野

　　利用しやすい交通環境の推進　（p.42）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

駅前の自転車放
置率※

○ １３．８％
（１６年度）

１１．８％ １０．２％ １０％ ７％

土木・交通分野
都市計画分野
北部地域まちづくり分野

地域での勉強会
等参加人数とま
ちづくり計画進捗
状況（西武新宿
線沿線まちづく
り）

○ 地域での勉強
会等参加人
数：延べ５７５
人（１６年度）

延べ７７６人 延べ７２７人 各駅周辺整備
計画策定

連続立体交差
化事業着手の
ための環境づ
くりが完了

　※駅周辺の乗り入れ台数に占める放置台数の割合です。

　　多様で良質な住宅の誘導・確保　（p.45）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

誘導居住水準を
満たす住宅の割
合

－ 持ち家５８％
借家２１％
（１５年度）

未測定 未測定 持ち家７０％
借家３０％
（２０年度）

持ち家８０％
借家３５％
（２５年度）

住宅分野
住宅の満足度 △ ５８％

（１６年度）
５５．４％ 未測定 ６５％ ７０％

高齢者向け民間
賃貸住宅登録戸
数

◎ ４０戸 ２００戸 ２２６戸 ２００戸 ５００戸

p.3



　Ⅰ－２　環境に配慮する区民生活が根づくまち

　　省エネルギーに取り組むまちづくり　（p.48）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

区内の電気、ガ
ス使用量に基づ
き換算したＣＯ２

排出量

△ 家庭等４０万ト
ン/事業所２６
万トン
（１４年度）

家庭等４４万ト
ン/事業所２７
万トン
（１７年度）

未測定 家庭等３４万ト
ン/事業所２２
万トン（１４年比
約１４％削減）

家庭等３１万ト
ン/事業所２０
万トン（１４年比
約２２％削減）

環境と暮らし分野

　　ごみの発生抑制と資源化の推進　（p.49）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

区民１人１日あた
りのごみ排出量

○ ７４１ｇ
（１５年度）

６８４ｇ ６４２ｇ ５３７ｇ ３７２ｇ

ごみ減量分野
資源化率※ ○ １８．７％

（１５年度）
２２．２％ ２４．４％ ３３．９％ ５０．５％

　※資源化率＝資源回収量/(ごみ量+資源回収量)。数値が高いほど資源の有効利用が進んでいます。

　　身近なみどりの拡充　（p.51）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

緑被率 ◎ １６．０％
（１６年度）

未測定 １６．４％ １６．２％ １６．５％

公園・道路分野
年間に認定した
緑化計画面積

○ ６，９７５㎡
（１５年度）

１１，０８６㎡ １７，１０１㎡ ３４，５００㎡ ６９，０００㎡

生け垣・植樹帯
助成延長

○ １６１ｍ
（１５年度）

１９４．５ｍ ３３３．５ｍ ７５０ｍ １，５００ｍ

p.4



　Ⅰ－３　安全で快適な都市整備を着実に築くまち

　　安心して住み続けられるまちづくり　（p.54）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野
不燃化率※ ◎ ４６．７％

（１３年度）
４８．８％ 未測定 ４８％ ５０％

南部地域まちづくり分野
中部地域まちづくり分野
北部地域まちづくり分野

３地区平均の不
燃領域率（南台
四、平和の森、南
台一・二、弥生町
地区）※※

○ ５０．１％
（１５年度）

５６．９％ 未測定 ６０％ ６５％

地区計画道路の
整備率

△ ３３．２％
（１６年度）

３１．８％ ３２．５％ ４０％ ５０％

　※町丁目ごとの建築面積に対する、耐火造と準耐火造建築物の建築面積の割合です。
　※※地区内建築物の耐火性の向上と空地の増加についての比率です。

　　まちの防災機能の強化　（p.57）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野
木造住宅の耐震
性能を具体的に
認識している住
戸数※

◎ ３６０戸
（１６年度）

想定していた
約32,000戸の
他、約8,000戸
を戸別訪問し
た。

１８年度完了 ３２，０００戸 ―

建築分野
防災分野

耐震化された住
戸数の割合

◎ ６８％
（１６年度）

７６％ ７９％ ７９％ ９０％

　※昭和５６年以前の耐震性が不十分な住宅が対象です。

　　道路・橋梁の安全性・快適性の向上　（p.59）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野
狭あい道路（私
道を含む）のう
ち、区が拡幅整
備した率

○ １８％
（１６年度）

２０％ ２１％ ２３％ ２８％

公園・道路分野
周辺道路の歩き
やすさを感じる区
民の割合

－ ２８．８％
（１６年度）

未測定 未測定 ３０％ ３３％

　　みどりのネットワークがあるまちづくり　（p.60）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野
緑地率※ ○ ５．４４％

（１６年度）
５．４４％ ５．６７％ ５．７３％ ５．８３％

公園・道路分野
区民一人あたり
の公園面積

○ １．１７㎡
（１６年度）

１．１７㎡ １．２９㎡ １．３１㎡ １．３８㎡

公園に対する要
望・苦情件数

◎ ９２１件
（１５年度）

７３６件 ５８２件 ６９０件 ５３０件

　※区の全面積に占める緑地面積の割合です。

　　だれもが利用しやすいユニバーサルデザインのまちづくり　（p.61）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野
周辺道路の歩き
やすさを感じる区
民の割合

－ ２８．８％
（１６年度）

未測定 未測定 ３０％ ３３％ 計画財務分野
公園・道路分野
財産管理分野

p.5



領域Ⅱ　自立してともに成長する人づくり

　Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち

　　子どもの育ちを支える地域づくり　（p.65）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

子育ての自主的
な取り組みや地
域の育成活動な
どに参加した大
人の人数

△ １１，５７０人
（１６年度）

１２，３０５人 １０，０１３人 １４，０００人 １５，０００人

育成活動支援分野
地域子ども家庭支援セ
ンター分野

地域活動やグ
ループ活動への
子どもの参加率

－ ７３．７％
（１５年度）

未測定 未測定 ８０％ ８５％

　　健やかに子どもを育む家庭づくり　（p.68）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

子育てが楽しいと
感じている保護
者の割合

◎ ９４％
（１７年度）

９９％ ９６％ ９６％ １００％

子ども健康分野
出産・育児支援分野

大きな戸惑いを
感じることなく子
育てをしている保
護者の割合

○ ７７％
（１７年度）

８１％ ８２％ ８５％ １００％

　　特別な支援を必要とする子どもと家庭への支援の強化　（p.69）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

子ども家庭支援
センターが把握
している子ども虐
待件数の減少割
合

△ ３％
（１６年度）

－１９％ －２３％ ３０％ ８０％

子育て支援分野
子ども健康分野
学校教育分野

子どもの発達の
遅れや障害につ
いての相談・問題
解決に満足して
いる相談者の割
合

◎ ８９％
（１６年度）

９５％ ９８％ ９２％ １００％

　　さまざまなサービスで支えられる子育て支援の推進　（p.71）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

必要なときに子ど
もを預けることが
できた保護者の
割合

○ ６５．３％
（１７年度）

６２．８％ ６７．１％ ７０％ １００％

子育て支援分野
保育園・幼稚園分野
地域子ども家庭支援セ
ンター分野保育所の待機児

率
△ ０．８８％

（１７年度）
１．４４％ ２．３３％ ０％ ０％

　　質の高い幼児教育・保育の実施　（p.73）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

保育サービスに
対する満足度

○ ８８％
（１７年度）

９１％ ９２％ ９５％ １００％
保育園・幼稚園分野

p.6



　Ⅱ－２　子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち

　　だれもが等しく社会参加ができるまちづくり　（p.76）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

性別による固定
的な役割分業意
識を持たない区
民の割合

△ ７０．１％
（１６年度）

６４％ 未測定 ８０％ ８５％

男女平等分野
学校教育分野
平和・人権・国際化分野

学校は子どもに
自他の生命を大
切にする心を育
てていると感じる
保護者の割合

◎ 小学校 70.1％
中学校 59.3％

（１５年度）

小学校 67.9％
中学校 59.1％

小学校 75.6％
中学校 66.6％

小学校 75％
中学校 65％

小学校 80％
中学校 70％

　　障害のある子どもの教育の充実　（p.78）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

就学指導での判
断と保護者の意
向が一致した率

○ ７６％
（１５年度）

８５％ ７９．３％ ８０％ ９０％

学校教育分野

　　多様な教育を受けられ、生きる力を育む学校づくり　（p.79）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

児童・生徒の学
力調査の結果※

○ ５１．２％
（１６年度）

４６．４％ ５３．６％ ５５％ ６０％

学校教育分野

「話す、聞く、書
く、読む力」すべ
てについて、自
分は「できる」また
は「まあまあでき
る」と答えた子ど
もの割合

○ ４５．６％
（１６年度）

５１．９％ ５３．６％ ５５％ ６０％

子どものよさをの
ばす教育がなさ
れていると感じる
保護者の割合

◎ 小学校 63.5％
中学校 43.4％

（１５年度）

小学校 62.0％
中学校 53.7％

小学校 67.5％
中学校 63.9％

小学校 67％
中学校 47％

小学校 70％
中学校 50％

　※学力調査項目のうち、７割以上が目標値を達成した項目の割合です。

　　地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり　（p.81）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

学校は、地域・保
護者と連携して
子どもを教育して
いると感じる保護
者の割合

◎ 小学校 68.2％
中学校 62.1％

（１５年度）

小学校 71.8％
中学校 64.7％

小学校 84.0％
中学校 77.9％

小学校 75％
以上

中学校 70％
以上

小学校 80％
以上

中学校 80％
以上

学校教育分野

p.7



　Ⅱ－２　子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち

　　健やかな身体を育む学校づくり　（p.83）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

子どもの50ｍ走・
ボール投げ平均
記録

◎ 【５０ｍ走】
小5女子＝

9.68秒
中2男子＝

8.16秒
【ボール投げ】

小5男子＝
22.77m

中2女子＝
12.48m

（１６年度）

未測定 【５０ｍ走】
小5女子＝

9.59秒
中2男子＝

8.07秒
【ボール投げ】

小5男子＝
24.68m

中2女子＝
12.86m

向上 向上

学校教育分野

　　新しい自分や仲間と出会う学習・スポーツ活動の推進　（p.84）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

この1年間に学習
や趣味の活動を
行った区民の割
合

－ ３９．７％
（１６年度）

未測定 未測定 ４３％ ４５％

生涯学習分野

週に１回以上ス
ポーツをする区
民の割合

－ ２８．２％
（１６年度）

未測定 未測定 ３５％ ４０％

　　利用しやすい魅力ある図書館の運営　（p.85）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

図書館利用登録
者（区民）数の割
合

△ ２２．４％
（１５年度）

２０．８％ ２０．１％ ２５％ ２８％

生涯学習分野

　　文化芸術のまちづくりの推進　（p.86）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

現在、おもに行っ
ている、または
行ってみたい学
習や趣味として
「文化芸術的なも
の」を選択した区
民の割合

－ ３８．５％
（１６年度）

未測定 未測定 ４３％ ４５％

生涯学習分野
産業振興分野

中野区に、全国
に知られるような
文化芸術活動が
あると思っている
区民の割合

－ 未測定 未測定 未測定 ３０％ ５０％

p.8



領域Ⅲ　支えあい安心して暮らせるまち

　Ⅲ－１　人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち

　　健康自己管理習慣の普及支援　（p.89）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

最近1年間に健
康診断を受診し
た人の割合

△ ７２．５％
（１７年度）

６６．４％ ６７．６％ ７６．５％ ８０％

健康推進分野健康診断の結
果、生活習慣の
見直しをした人の
割合

◎ ２５．１％
（１７年度）

３２．９％ ２８．０％ ２７．５％ ３０％

　　健康づくりを支える環境の整備　（p.91）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

かかりつけ医を
持っている区民
の割合

◎ ７１．８％
（１５年度）

８４．２％ ８４．１％ ７４％ ８０％

健康推進分野

　　健康寿命を延ばす介護予防の推進　（p.92）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

６５歳から７４歳ま
での前期高齢者
の要介護・要支
援認定率※

◎ ５．１％
（１５年度）

４．８％ ４．５％ ４．９％ ４．７％

健康推進分野
地域保健福祉分野

６５歳の健康寿命
※※

○ 男１５．３年
女１７．２年
（１５年度）

男１５．６年
女１７．９年

男１５．６年
女１７．２年

男１５．８年
女１８．４年

男１６．４年
女１９．４年

　※前期高齢者（６５歳から７４歳まで）の区民が、「要支援・要介護」状態になる率です。
　※※６５歳の健康余命。要介護・要支援になるまでの年数です。

　　障害者の社会参加の促進　（p.94）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

ほとんど毎日外
出する障害者の
割合（外出頻度）

△ ３７％
（１７年度）

未測定 ３５．３％
(２０年度)

４７％ ６０％ 障害福祉分野
計画財務分野
公園・道路分野
財産管理分野

　　障害者の就労機会の拡大　（p.95）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

年金・手当以外
に給料など就労
による定期的な
収入のある障害
者の割合

△ ３０．７％
（１７年度）

未測定 ２９．２％
(２０年度)

３３％ ３６％

障害福祉分野

p.9



　Ⅲ－１　人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち

　　高齢者の就労・社会貢献の支援　（p.97）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

町会・自治会や
ボランティアなど
１年間に地域の
活動に参加した
高齢者の割合

△ ３３．８％
（１７年度）

未測定 ３１．８％
(２０年度)

４０％ ６０％

産業振興分野
男女平等分野
地域活動分野
環境と暮らし分野前期高齢者（６５

～７４歳）の就業
率

△ ５３．５％
（１２年度）

３１．３％
（１７年度）

未測定 ５７％ ６０％

p.10



　Ⅲ－２　地域活動を中心に、ともに支えあうまち

　　支えあいの風土の醸成　（p.100）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

相談や助け合い
など親しい付き合
いをしている人が
いる割合

◎ １７．２％
（１７年度）

未測定 １８．６％ １８％ １９％

地域保健福祉分野
福祉推進分野
地域活動分野
産業振興分野

保健福祉関係の
ＮＰＯ法人（主な
事務所が区内）
の新規立上げ数

△ １０件
（１６年度）

８件 ８件 １５件 ２０件

　　仕事・家庭・地域のバランスのとれた暮らし方　（p.102）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

ワークシェアリン
グを進める必要
性を認める意見
を持つ人の割合

△ ４９．５％
（１６年度）

４４．４％ 未測定 ６０％ ６５％

男女平等分野

p.11



　Ⅲ－３　安心した暮らしが保障されるまち

　　権利擁護と地域ケアの連携体制の確立　（p.105）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

保健・福祉の相
談窓口が身近に
あると感じている
区民の割合

△ １４．１％
（１７年度）

未測定 １２．３％ １６％ １８％

福祉推進分野
地域保健福祉分野

　　心の健康支援　（p.108）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

保健福祉セン
ターでの社会復
帰訓練等からの
自立者数

◎ １９人
（１６年度）

２４人 ２７人 ２５人 ３０人

障害福祉分野
地域保健福祉分野

　　健康不安のない暮らしの維持　（p.109）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

健康危機発生認
知から初動調査
完了までにか
かった時間

◎ ３６時間
（１６年度）

36時間 ２４時間以内 ２４時間以内 ２４時間以内

保健予防分野

　　暮らしの衛生が守られるまちの推進　（p.110）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

地域における健
康危害の発生件
数

△ １１件
（１５年度）

６件
（内食中毒４

件）

１９件
（内食中毒１

件）

８件 ５件

生活衛生分野

　　安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営　（p.111）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

国民健康保険料
納付率(現年分)

△ ８５％
（１６年度）

８５．０７％ ８４．３９％ ８８％ ９０％
保険医療分野

　　要介護認定者等の在宅生活を支える介護保険制度運営　（p.112）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

介護保険制度を
評価する人の割
合

◎ ４１．１％
（１６年度）

４６．５％ ４８．０％ ４５％ ５５％

介護保険分野

　　豊かで適正なサービス供給の推進　（p.113）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

サービスが不足
していると感じて
いるケアマネ
ジャーの割合

－ ８６．３％
（１６年度）

未測定 未測定 ５０％ ４０％

介護保険分野
障害福祉分野

p.12



　Ⅲ－３　安心した暮らしが保障されるまち

　　生活の安定の保障と自立への取り組み支援　（p.114）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

生活保護から自
立した世帯数

◎ １０２世帯
（１５年度）

１３５世帯 １４０世帯 １２５世帯 １３０世帯
生活援護分野

p.13



領域Ⅳ　区民が発想し、区民が選択する新しい自治

　Ⅳ－１　自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するまち

　　区民の公益活動の推進　（p.117）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

この１年間で、地
域活動やボラン
ティア活動に参
加した区民の割
合

△ １８．４％
（１６年度）

１７．７％
（１７年度）

未測定 ２０％ ３０％

地域活動分野

　　皆に届くわかりやすい区政情報の提供　（p.119）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

区政情報が十分
に提供されてい
ると思う区民の割
合

△ ５７．６％
（１５年度）

３１．１％
（17年度）

未測定 ６５％ ７０％

広報分野
情報化推進分野

必要な区政情報
を入手できるとす
る区民の割合

△ ４５．１％
（１５年度）

２７．９％
（17年度）

未測定 ４７．６％ ５０％

　　区民の声を受け止め生かす区政の推進　（p.121）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

区が区民の意見
や要望を聴く姿
勢を評価している
区民の割合

○ ２３．２％
（１５年度）

２８．２％
（17年度）

未測定 ３０％ ４０％

区民の声分野

　　安全で安心な地域生活の推進　（p.122）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

防災活動住民参
加率

○ ８．４％
（１６年度）

９．３％ １０．０％ １５％ ２０％

防災分野
危機管理分野犯罪発生件数※ ◎ ６，２４２件

（１６年）
１２％減 １４％減 １２％減 ２０％減

　※中野区内で警察が発生を認知した年間の犯罪件数です。

　　平和・国際交流の推進　（p.124）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

地域での外国人
との交流事業の
参加者数

◎ ３，２６２人
（１５年度）

４,１９７人 ３,７７２人 ３,５００人 ４,０００人

平和・人権・国際化分野

p.14



　Ⅳ－２　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち

　　区民満足度の高い「小さな区役所」の実現　（p.126）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

ずっと住み続け
たいと思う区民の
割合

○ ３２．２％
（１６年度）

２８．２％ ３５．７％ ４０％ ５０％ 評価改善分野
調査研究分野
福祉推進分野
経営分析分野
計画財務分野
人事分野

職員１人あたりの
区民の数

○ １０２人
（１７年度）

１０６人 １１０人 １１７人 １４２人

　　区民の暮らしを守る体制の整備　（p.128）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

区民の危急時に
的確に対応でき
る職員の割合

○ ４．５％
（１６年度）

５１．７％ ７６．５％ １００％ １００％

人事分野

　　便利で利用しやすい行政サービスの拡充　（p.129）

成果指標 状況 当初の実績 18年度実績 19年度実績 21年度目標値 26年度目標値
取り組みの

主な所管分野

電子申請対応件
数※

○ ３０件
（１６年度）

１６３件 ２５３件 ４４１件 対応可能全手
続き 情報化推進分野

戸籍住民分野
会計室

利用者満足度
（アンケート調査）

◎ ９３％
（１５年度）

９８％ ９８％ ９５％ ９７％

　※区の申請事務のうち、電子上の手続きが可能なものの件数を示す数値です。

p.15



 

（詳細は、別冊２のとおり） 

２ 今後のスケジュール 

 

平成２０年 ８月～  調査に基づく現状把握 

           有識者からの意見聴取 

      ９月～  計画（素案）の策定作業 

     １２月～  各個別計画（案）の骨子を計画（素案）に盛込み 

           計画（素案）決定に向けた最終調整 

平成２１年 ３月   計画（素案）の決定 

     ５月   意見交換会 

７月   計画（案）の決定 

９月   パブリック・コメント手続 

 平成２２年 ２月   計画の決定 
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