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第６章 資料編 

１ 基本計画策定の経過 

（１）大田区基本計画懇談会の概要 

 ア 大田区基本計画懇談会条例 

令和６年３月 11日 

条例第２号 

（設置）  

第１条 大田区の基本計画及び実施計画を策定するに当たり、その参考となる意見を求めるため、

区長の付属機関として大田区基本計画懇談会（以下「懇談会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 懇談会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 基本計画及び実施計画の基本的な考え方及び政策体系に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 懇談会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する 33 人以内の委員をもって組織する。 

(１) 区民 

(２) 区の区域内の公共的団体の代表者 

(３) 学識経験者及び有識者 

(４) 区議会議員 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱をした日から令和７年３月 31日までとする。 

（会長） 

第５条 懇談会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 懇談会は、会長が招集する。 

２ 懇談会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 懇談会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例は、令和７年３月 31日限り、その効力を失う。  
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 イ 大田区基本計画懇談会委員名簿 

 氏 名 ふりがな 区分 

会  長 牛山 久仁彦 うしやま くにひこ 学識経験者 

会長代理 奥 真美 おく まみ 学識経験者 

委 員 澁谷 昌史 しぶや まさし 学識経験者 

委 員 有村 久春 ありむら ひさはる 学識経験者 

委 員 石渡 和実 いしわた かずみ 学識経験者 

委 員 西脇 祐司 にしわき ゆうじ 学識経験者 

委 員 小林 真理 こばやし まり 学識経験者 

委 員 下村 芳樹 しもむら よしき 学識経験者 

委 員 中西 正彦 なかにし まさひこ 学識経験者 

委 員 松山 知規 まつやま ともき 有識者 

委 員 森 英男 もり ひでお 団体代表者 

委 員 中島 寿美 なかじま すみ 団体代表者 

委 員 深尾 定男 ふかお さだお 団体代表者 

委 員 広瀬 安宏 ひろせ やすひろ 団体代表者 

委 員 北見 公秀 きたみ ただよし 団体代表者 

委 員 西 義雄 にし よしお 団体代表者 

委 員 牧野 ふみよ まきの ふみよ 団体代表者 

委 員 三木 伸良 みき のぶよし 団体代表者 

委 員 星山 知之 ほしやま ともゆき 公募区民 

委 員 浜 洋子 はま ようこ 公募区民 

委 員 赤星 剛史 あかぼし たけし 公募区民 

委 員 永井 隆 ながい たかし 公募区民 

委 員 松原 秀典 まつばら ひでのり 区議会議員 

委 員 大橋 たけし おおはし たけし 区議会議員 

委 員 えびさわ 圭介 えびさわ けいすけ 区議会議員 

委 員 田島 和雄 たじま かずお 区議会議員 

委 員 佐藤 伸 さとう しん 区議会議員 

委   員 
三沢 清太郎 

(令和６年 11月１日をもって懇談会委員辞任) 
みさわ せいたろう 区議会議員 

委 員 犬伏 秀一 いぬぶし ひでかず 区議会議員 

委 員 おぎの 稔 おぎの みのる 区議会議員 

委 員 庄嶋 孝広 しょうじま たかひろ 区議会議員 
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ウ 大田区基本計画懇談会及び専門部会の開催経過 

 開催日 主な内容 

第１回懇談会 
令和 6 年 

5 月 31 日 

・新たな大田区基本計画・実施計画の策定 

について 

・今後の進め方等について 

第１回専門部会 

基本目標 1 

基本目標 2 

基本目標 3 

基本目標 4 

 

8 月 19 日 

8 月 23 日～９月２日(※) 

8 月 23 日～９月２日(※) 

８月 26 日～９月 3 日(※) 

・施策内容について 

・区民ワークショップの開催結果  

第 2 回懇談会 10 月 10 日 

・第１回大田区基本計画懇談会のご意見に 

ついて 

・専門部会の検討状況報告について 

・共通課題について 

・行政評価について 

第２回専門部会 

基本目標 1 

基本目標 2 

基本目標 3 

基本目標 4 

 

11 月 8 日 

11 月 11 日 

11 月 13 日 

11 月 14 日 

・修正した施策内容について 

・主要事業について 

第 3 回懇談会 12 月 12 日 
・大田区基本計画・実施計画（素案）につ

いて 

※ 第１回専門部会基本目標２・３・４は、台風 10 号の影響により、書面開催としました。 
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（２）区民参画の概要 

ア 区の施策検証等に向けた大田区区民意識調査 

調査対象 大田区内に居住する満 18 歳以上の男女個人（外国人を含む） 

調査方法 配付は郵送方式、回答収集は郵送又は電子申請方式 

調査期間 令和６年８月 1 日～８月 22 日 

調査の内容 
①区の施策における満足度及び重要度に関する調査 

②区の施策における指標の現状値に関する調査 

有効回収数 
①671 件（郵送 464件＋電子申請 207 件） 

②713 件（郵送 445件＋電子申請 268 件） 

 

イ 新たな大田区基本計画・実施計画の策定に向けたワークショップ 

開催日 会場 対象者 

７月 27 日（土） 池上会館 集会室 
区内在住・在勤・在学の高

校生以上の方 

８月１日（木） 
大田区民ホール・アプリコ 

展示室 

区内在住・在学の小学校５

年生～中学校３年生 

８月３日（土） オンライン開催 
区内在住・在勤・在学の高

校生以上の方 

８月６日（火） 
大田区民ホール・アプリコ 

展示室 

区内在住・在勤・在学の高

校生以上の方 

※ 意見交換の内容 

基本構想に定める４つの基本目標を実現するために優先的に取り組むべき課題

と重要な取組について 

 

ウ 大田区区民意見公募手続（パブリックコメント） 

期間 令和６年 12 月 27 日～令和７年１月 17 日 

閲覧場所 
区ホームページ、企画課窓口、区政情報コーナー、特別出張所、

図書館、区民センター、文化センター等 
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２ 大田区基本構想 

（１）基本理念（基本構想全体を貫く考え方） 

基本理念とは、基本構想全体を貫く考え方です。平和で、人権が尊重される社会を

前提とし、大田区に関わるすべての人々に共通する考え方として、以下の基本理念を

掲げます。 

 

１ 地域力を高める  

地域のつながりを強化することは、防犯・防災対策、安心して子育てできる環境づ

くり、暮らしの活力の創出など、多様な分野の課題解決につながります。区民一人ひ

とりの力を源として魅力ある地域を創造していく「地域力」をより一層高め、区民、

企業、地域団体や行政など、組織や世代を越えて大田区に関わるすべての主体が連携・

協働することにより、安心して暮らせるあたたかいまちをつくります。 

 

２ 多様な個性が輝く 

一人ひとりがお互いの個性を尊重し、支えあうことで、それぞれの力が発揮され、

新たな価値観の発見や可能性の創造につながります。ありのままの自分で生きること

ができ、多様な個性がそれぞれの持ち味を活かすことにより、誰もが自分らしく活躍

できるまちをつくります。 

 

３ 豊かなまちを未来へつなげる 

区の歴史や文化を引き継ぎ、未来にわたって持続的な発展をしていくためには、先

を見据えながら、変化の激しい時代にしなやかに対応することが重要です。区の特徴

を踏まえ、長期的な視点を持って、柔軟かつ利便性の高いまちづくりを進めることに

より、誰もが豊かに暮らし続けることができるまちを次世代に引き継ぎます。 
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（２）将来像 

  2040 年ごろ（令和 22 年ごろ）の大田区のあるべき姿として、以下の将来像を掲げます。 

 

心やすらぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区   

 

これまで築いてきた地域のつながりを大切にし、暮らす人・働く人・学ぶ人・訪れ

る人の誰もが、安心して心穏やかな日々を送ることができるまちをつくります。 

また、こどもから大人まで、誰もが夢や希望をもち、未来を切り拓くことができる

活力あるまちをつくります。 

日々のやすらぎと未来への希望により、笑顔があふれるまちの実現をめざし、「心や

すらぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区」を将来像として掲げます。  
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（３）基本目標（将来像を実現するためのまちの姿） 

基本目標１ 未来を創り出すこどもたちが夢と希望をもって健やかに育つまち 

 

こどもたちが、よりよい未来を創り出す力をもち、笑顔で元気に育つことが、大田区の

明るい未来へとつながります。 

また、こどもたちが豊かな愛情に包まれ、自分らしく成長することにより、まちは思い

やりと活気に満ちあふれます。 

明るく活力のある社会を築くためにも、こどもたちが夢と希望をもって健やかに育つま

ちをめざします。 

 

⚫ こどもの権利が守られ、こどもたちが将来に希望をもって育っています。 

⚫ こどもたちが安全・安心で自分らしく過ごせる居場所や楽しくのびのびと遊ぶ場所が

充実しています。 

⚫ こどもたちをあたたかいまなざしで包み、こどもの声に耳を傾けながら、地域全体で

子育ち・子育てを支えています。 

⚫ 希望する誰もが、安心してこどもを産み、育てることができ、こどもたちが愛情を注

がれて健やかに成長しています。  

⚫ 世界の人々と積極的に関わりながら、よりよい未来を創り出す人財が育っています。 

⚫ 一人ひとりに寄り添う学びにより、すべてのこどもが自分らしく輝いています。 
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基本目標２ 文化を伝え育み誰もが笑顔でいきいき暮らすまち 

 

心と体どちらも健康でいることは、いつまでも充実感のある毎日を過ごすことにつなが

ります。 

そのためには、文化や芸術といった、心を豊かにしてくれるものとふれあい、それらを

伝え育むことで、笑顔あふれる暮らしを送ることが大切です。 

また、すべての人々に活躍の場があり、つながりあえることで、元気に暮らせる社会を

つくることも重要となります。 

こどもから高齢者まで、障がいの有無や、性別、国籍などにかかわらず、個性をお互い

に認めあいながら、生涯にわたり、誰もが笑顔でいきいき暮らすまちをめざします。 

 

⚫ 一人ひとりに、社会の中での役割や生きがいがあり、誰もが自分らしい暮らしを送っ

ています。 

⚫ 社会全体で包み込むように支えあう考え方が日常に溶け込み、つながりを感じるあた

たかさあふれるまちになっています。 

⚫ 言語や慣習をはじめ、属性の異なる人々がお互いを尊重しあい、笑顔で自然に交流し

ています。 

⚫ 気軽にスポーツを楽しみ、健康づくりに取り組むことで、生涯にわたっていきいきと

した生活を送っています。 

⚫ 多彩な文化や芸術、歴史や伝統が暮らしとともにあることで、心が潤い、豊かな感性

が育まれています。 

⚫ 自由に学びを深められることで、質が高く心地よい暮らしを送ることができています。 
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基本目標３ 豊かな環境と産業の活力で持続的に発展するまち 

 

環境は、経済・社会などわたしたちの暮らしの基盤です。地域社会のすべての主体が環

境に配慮した行動をともに起こし、将来の世代によりよい形で引き継いでいくことが大切

です。 

そして、環境が守られた上で、国内有数の産業集積の維持・発展と新産業の創造を通じ、

産業が持続的に成長することが、区の活力を将来にわたって高めていくことにつながりま

す。 

一人ひとりに環境への意識が浸透して具体的な行動につながるとともに、多様な産業が

たえまなく成長することで、持続的に発展するまちをめざします。 

 

⚫ 自分の行動が未来の環境を大きく左右するという意識を持ち、環境に配慮した行動を

実践しています。 

⚫ 次世代クリーンエネルギーや新技術の活用を含む脱炭素への積極的な行動により、カ

ーボンニュートラルの実現に向けた歩みを着実に進めています。 

⚫ 資源を無駄なく利用する意識が浸透し、循環型社会が形成されています。 

⚫ 区内企業が社会環境の変化に柔軟に対応することにより、生産性の向上や産業集積の

維持・発展につながっています。 

⚫ 誰もが新たにチャレンジできる環境で、業種の垣根を越えたより一体的な協力関係の

形成により、新たな産業やサービスが生み出され、区内企業の「稼ぐ力」が向上して

います。 

⚫ 磨き上げられた「大田区ブランド」が世界の人々を魅了し、多くの人が訪れることで、

にぎわいや経済の活性化につながっています。 
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基本目標４ 安全・安心で活気とやすらぎのある快適なまち 

 

安全なだけではなく安心であり、日々の生活を心穏やかに快適に過ごせることは、誰も

が住み続けたいと思えるまちの実現につながります。 

また、23 区で唯一空港を有している強みをはじめ、様々な地域の特色をまちの活力につ

なげていくことも重要です。 

都市の強靱化を進めるとともに、多様な地域特性を踏まえて、活気とやすらぎのある快

適なまちをめざします。 

 

⚫ 強靱な都市基盤の整備と地域の連携の強化により、心から安心できるまちになってい

ます。 

⚫ 利便性の高い交通ネットワークの整備により、誰もがどこへでも気軽に移動できるよ

うになっています。 

⚫ 鉄道沿線から広がる活気あるまちづくりや、空港を持つ強みを活かしたまちづくりを

通じてにぎわいと交流が生み出されています。 

⚫ 安心で快適な住環境の整備により、ずっと住み続けたいまちになっています。 

⚫ 地域の特性を活かした、多様な特色を持つ公園が充実しています。 

⚫ 身近な場所でふれあえる水やみどりがあり、やすらぎを感じられるまちになっていま

す。 
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（４）基本構想を実現するために 

基本構想を着実に実現するために、区の方針を以下のとおり掲げます。 

 

１ 基本計画の策定 

基本構想で描いた将来像を実現するためには、その道のりを未来から現在へさかの

ぼり、戦略的に政策体系を整理した基本計画を策定し、着実かつしなやかに推進する

ことが重要です。  

基本構想の目標年次である 2040 年ごろ（令和 22 年ごろ）だけでなく、2030 年Ｓ

ＤＧｓの達成や 2050年脱炭素社会の実現といった、他の重要な目標の達成年次や社会

情勢等を踏まえた上で、戦略的に政策を展開します。 

また、計画の進捗状況について評価・分析を行うとともに、社会情勢の変化等に応

じて適時見直しを行うことで、不確実性の高い時代においても、基本構想の実現に向

けた取組を着実に進めていきます。 

 

２ 持続可能な自治体経営 

区を取り巻く社会経済状況が変化する中においても、基本構想で描いた将来像を実

現するためには、将来にわたり区政の持続可能性を確保することが重要です。 

その実現に向け、人材・財源などの区が有する経営資源の最適化や、デジタル技術

を用いた業務の抜本的な変革など、生産性向上に資する取組をまとめた具体的な戦略

を策定し、実践します。 

  

３ 区民や地域団体、企業との連携・協働  

基本構想で描いた将来像を実現するためには、大田区に関わるすべての人々が力を

合わせてともに取り組んでいくことが重要です。そのため、様々な機会や手段を通じ

て、迅速かつ着実に情報発信を行うとともに、区民の様々な声を大切にし、区政への

区民の主体的な参画を推進します。 

さらに、自治会・町会、企業、団体・ＮＰＯ及び学術機関等の様々な主体による連

携・協働を一層推進し、多様化する地域課題に迅速に対応します。 

また、企業等と行政のそれぞれが持つ強みを活かし、新たな価値を創出するととも

に、区民・企業等・行政の真の「三方良し」を実現します。 
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４ シティプロモーションの強化 

基本構想で描いた将来像を実現するためには、住む場所・働く場所・学ぶ場所・訪

れる場所として選ばれ、まちの活力を維持・向上させていくことが重要です。そのた

め、多様な魅力や地域資源を踏まえた戦略的なプロモーションにより、区の認知度や

ブランドイメージを向上させます。 

また、大田区での暮らしに愛着や誇りを持てるよう、区民に対しても積極的に区の

魅力を伝えていきます。 

 

５ 職員一人ひとりの意識・資質の向上 

基本構想で描いた将来像を実現するためには、職員一人ひとりが、自ら考え、行動

することが重要です。 

社会変化や技術革新の動向も見据え、職員は、区政を担うプロフェッショナルとし

て職務に取り組むとともに、常に区民目線に立ち、丁寧かつスピード感を持って対応

していくことが求められます。 

新たな知識や技能の習得だけでなく、幅広い視野や経営的な感覚を持ち、多様化す

る行政課題への迅速・的確な対応に向けた専門性の向上を図ることで、区民サービス

の質の向上につなげていきます。 
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３ 個別計画一覧 

計画名 根拠法令 策定（改定）年月 計画期間 備考 

基本目標１ 未来を創り出すこどもたちが夢と希望をもって健やかに育つまち 

大田区子ども・若者計画 
子ども・若者育成支援推進

法 
令和３年３月 ５年  

大田区子どもの貧困対策に

関する計画【おおた 子ど

もの生活応援プラン】 

こどもの貧困の解消に向け

た対策の推進に関する法律 

子供の貧困対策に関する大

綱 

令和４年３月 ５年  

第４期大田区次世代育成支

援行動計画、第２期大田区

子ども・子育て支援事業計

画 

【大田区子ども・子育て支

援計画】 

次世代育成支援対策推進法 

子ども・子育て支援法 
令和２年３月 ５年  

第４期大田区教育振興基本

計画【おおた教育ビジョ

ン】 

教育基本法 令和６年４月 ５年  

大田区こども読書活動推進

計画（第四次） 

子どもの読書活動の推進に

関する法律 
令和６年 10 月 

おおむね 

５年 
 

第２期大田区教育ＩＣＴ化

推進計画 

学校教育の情報化の推進に

関する法律 
令和５年３月 ５年  

大田区幼児教育振興プログ

ラム〈2024〉 
  令和６年４月 ５年  

大田区立学校における働き

方改革推進プラン 
  令和２年３月 ５年  

大田区学校施設個別施設計

画 

公共施設等総合管理計画の

策定等に関する指針  
令和６年６月 37 年  

大田区いじめ防止基本方針 いじめ防止対策推進法 令和３年４月 なし  

大田区不登校対策基本方針 

義務教育段階における普通

教育に相当する教育の確保

等に関する法律 

令和３年２月 なし  

基本目標２ 文化を伝え育み誰もが笑顔でいきいき暮らすまち 

大田区サイン整備基本方針  令和元年８月 なし  

大田区案内誘導サイン整備

指針 
 平成 29 年３月 なし  

大田区再犯防止推進計画 
再犯の防止などの推進に関

する法律 
令和３年３月 ５年  

大田区障がい者活躍推進計

画 

障害者の雇用の促進等に関

する法律 
令和２年８月 ５年  
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計画名 根拠法令 策定（改定）年月 計画期間 備考 

第８期大田区男女共同参画

推進プラン 

男女共同参画社会基本法 

配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する

法律 

女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律 

令和３年３月 ５年 

大田区配偶者暴力の

防止及び被害者保護

等のための計画、大

田区女性の職業生活

における活躍推進計

画を包含 

大田区区民活動との連携・

協働に係る基本方針 
 平成 16 年 10 月 なし  

おおた生涯学習推進プラン  令和４年３月 ５年  

「国際都市おおた」多文化

共生推進プラン 

出入国管理及び難民認定法 

日本語教育の推進に関する

法律 等 

令和６年３月 ５年  

大田区文化振興プラン 文化芸術基本法 平成 31 年３月 
７年 

（当初５年） 
 

大田区スポーツ推進計画 

（改定版） 
スポーツ基本法 平成 30 年３月 

７年 

（当初５年） 
 

大田区国民健康保険 第３

期データヘルス計画 

国民健康保険法に基づく保

健事業の実施等に関する指

針 

令和６年３月 ６年  

大田区地域福祉計画・大田

区成年後見制度等利用促進

基本計画 

社会福祉法 

成年後見制度の利用の促進

に関する法律 

令和６年３月 ５年  

大田区ユニバーサルデザイ

ンのまちづくり基本方針 
 平成 23 年３月 なし  

大田区ユニバーサルデザイ

ンのまちづくり基本方針 

アクションプラン Ver.３ 

 令和６年３月 ５年  

ユニバーサルデザイン窓口

サービスガイドライン 
 平成 29 年３月 なし  

大田区高齢者福祉計画・第

９期大田区介護保険事業計

画 

【おおた高齢者施策推進プ

ラン】 

老人福祉法 

介護保険法 

高齢者の居住の安定を確保

する法律 

令和６年３月 ３年  
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大田区障害者計画、第７期

大田区障害福祉計画、第３

期大田区障害児福祉計画、

大田区発達障がい児・者支

援計画 

【おおた障がい施策推進プ

ラン】 

障害者基本法 

障害者総合支援法 

児童福祉法 

令和６年３月 ３年  

おおた健康プラン（第三

次） 

健康増進法 

食育基本法 

自殺対策基本法 

母子保健計画について（平

成 26 年６月 17 日雇児発

0617 第１号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知） 

等 

平成 31 年３月 
７年 

（当初５年） 

大田区食育推進計

画、大田区自殺対策

計画、大田区母子保

健計画を包含 

大田区感染症予防計画 

感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する

法律 

令和６年３月 ６年  

基本目標３ 豊かな環境と産業の活力で持続的に発展するまち 

大田区産業振興ビジョン   令和６年３月 10 年  

大田区観光案内サイン計画   平成 22 年１月 なし  

大田区環境アクションプラ

ン 

地球温暖化対策の推進に関

する法律 

生物多様性基本法 

気候変動適応法 

令和４年３月 ３年 

大田区地球温暖化対

策実行計画［区域施

策編］、大田区生物多

様性地域戦略、大田

区気候変動適法方針

を包含 

大田区脱炭素地域戦略   令和５年３月 なし  

大田区役所エコオフィス推

進プラン（第６次）(大田区

地球温暖化対策実行計画

［事務事業編］) 

地球温暖化対策の推進に関

する法律 
令和６年３月 ７年  

大田区役所グリーン購入ガ

イドライン 
 令和４年４月 なし  

庁有車等の調達に係る環境

配慮方針 
 令和４年４月 なし  

大田区電力の調達に係る環

境配慮方針 
 令和２年４月 なし  

大田区電力調達方針  令和２年４月 なし  

脱炭素化に向けた大田区公

共施設の整備に関する環境

配慮方針 

 令和６年９月 なし  
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大田区一般廃棄物処理基本

計画 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律 
令和３年３月 10 年  

大田区分別収集計画（第 10

期） 

容器包装に係る分別収集及

び再商品化の促進等に関す

る法律 

令和４年６月 ５年  

基本目標４ 安全・安心で活気とやすらぎのある快適なまち 

大田区国土強靱化地域計画 

強くしなやかな国民生活の

実現を図るための防災・減

災等に資する国土強靱化基

本法 

令和４年３月 ５年  

大田区地域防災計画 災害対策基本法 令和４年７月 なし  

大田区業務継続計画（震災

編） 
災害対策基本法 平成 30 年４月 なし  

大田区業務継続計画（新型

インフルエンザ編） 

新型インフルエンザ等対策

特別措置法 
平成 27 年３月 なし  

大田区要配慮者及び避難行

動要支援者支援計画（全体

計画） 

災害対策基本法 平成 29 年３月 なし  

大田区国民保護計画 

武力攻撃事態等における国

民の保護のための措置に関

する法律 

令和４年３月 なし  

大田区新型インフルエンザ

等対策行動計画 

新型インフルエンザ等対策

特別措置法 
平成 26 年 10 月 なし  

大田区都市計画マスタープ

ラン 
都市計画法 令和４年３月 

おおむね 

20 年 
 

おおた都市づくりビジョン   平成 29 年３月 2030 年代  

空港臨海部グランドビジョ

ン 2040 
  令和４年３月 

おおむね 

20 年 
 

大田区交通政策基本計画 交通政策基本法 令和６年３月 10 年  

大田区景観計画 景観法 平成 25 年 10 月 なし  

大田区色彩ガイドライン 景観法 平成 25 年 10 月 なし  

大田区建築物景観ガイドラ

イン 
景観法 平成 25 年 10 月 なし  

大田区緑の基本計画グリー

ンプランおおた 
都市緑地法 令和５年３月 20 年  

大田区グリーンインフラ事

業計画 
  令和６年 12 月 5 年  

大田区移動等円滑化促進方

針 

おおた街なか“すいすい”方

針 

高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法

律 

令和２年３月 10 年  
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大田区バリアフリー基本構

想 

おおた街なか“すいすい”プ

ラン 

高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法

律 

令和５年３月 10 年  

大田区バリアフリー基本構

想 

おおた街なか“すいすい”プ

ラン 特定事業計画 

高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法

律 

令和５年３月 10 年  

案内誘導サイン整備ガイド

ライン 
  平成 29 年３月 なし  

視覚障害者誘導用ブロック

整備ガイドライン（区道

編） 

  平成 29 年３月 なし  

大田区耐震改修促進計画 

建築物の耐震改修の促進に

関する法律 

東京における緊急輸送道路

沿道建築物の耐震化を推進

する条例 

平成 28 年３月 10 年  

大田区住宅マスタープラン 

住生活基本法 

マンションの管理の適正化

の推進に関する法律 

令和５年３月 10 年 

大田区マンション管

理適正化推進計画を

包含 

大田区営住宅等長寿命化計

画 
公営住宅法 等 平成 30 年３月 10 年  

大田区空家等対策計画 
空家等対策の推進に関する

特別措置法 
令和３年７月 ５年  

蒲田駅周辺地区グランドデ

ザイン 
 令和４年４月 20 年  

蒲田駅周辺地区基盤整備方

針 
 令和４年 10 月 20 年  

蒲田駅周辺再編プロジェク

ト 
 平成 25 年 12 月 20 年  

大森駅周辺地区グランドデ

ザイン 
 平成 23 年３月 15 年  

池上地区まちづくりグラン

ドデザイン 
 平成 31 年３月 なし  

洗足池駅周辺地区まちづく

り方針 
 令和２年３月 なし  

下丸子駅周辺地区まちづく

り構想 
 令和５年３月 20 年  

大田区鉄道沿線まちづくり

構想 
 令和６年３月 30 年  

大田区駐車場整備計画（蒲

田地区） 
駐車場法 令和６年 10 月 20 年  

羽田空港跡地利用基本計画  平成 20 年３月 なし  
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羽田空港跡地利用ＯＴＡ基

本プラン 
 平成 20 年 10 月 なし  

羽田空港跡地まちづくり推

進計画 
 平成 22 年 10 月 なし  

羽田空港跡地第１ゾーン整

備方針 
 平成 27 年７月 なし  

大田区自転車等総合計画 
自転車法 

自転車活用推進法 
令和４年３月 10 年  

大田区自転車等総合計画 

前期アクションプラン 

自転車法 

自転車活用推進法 
令和４年３月 ５年  

大田区自転車ネットワーク

整備実施計画 

自転車法 

自転車活用推進法 
平成 28 年８月 10 年  

第 11 次大田区交通安全計

画 
交通安全対策基本法 令和３年 11 月 ５年  

橋梁耐震整備計画 
地震防災対策特別措置法 

災害対策基本法 等 
令和２年３月 ５年   

橋梁長寿命化修繕計画 
道路法 

河川法 
令和２年３月 ５年   

大田区無電柱化基本方針 
無電柱化の推進に関する法

律 
令和２年３月 なし  

大田区無電柱化推進計画 
無電柱化の推進に関する法

律 
令和３年３月 10 年  

大田区災害廃棄物処理計画  令和２年３月 なし  

自治体経営 

大田区におけるＳＤＧｓ推

進のための基本方針 
 令和４年３月 なし  

大田区ＳＤＧｓ未来都市計

画 
 令和５年 12 月 ３年  

大田区アウトソーシング指

針 
 平成 23 年６月 なし  

大田区公民連携基本指針  令和４年１月 なし  

大田区職員定数基本計画  令和３年７月 
３年 

（当初 2 年） 
 

大田区外郭団体等に関する

基本方針 
 令和４年３月 なし  

大田区中長期財政見通し  平成 28 年４月 10 年  

大田区補助金適正化方針  平成 28 年３月 なし  

施設使用料の基本的な考え

方 
 令和６年７月 なし  

大田区情報化推進指針  令和６年 12 月 10 年  

大田区情報化推進計画  令和３年３月 ４年  

大田区公共施設等総合管理

計画 
 令和４年３月 20 年  

大田区公共施設個別施設計

画 
 令和３年３月 40 年  
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大田区公共施設改築・改修

等中期プラン 
 令和５年３月 10 年  

既存区有施設高効率照明導

入計画 
 令和４年３月 10 年  

マイナンバーの利活用に向

けた基本的な考え方 
 平成 28 年９月 なし  

大田区シティプロモーショ

ン戦略 
 令和元年５月 10 年  

大田区シティプロモーショ

ン戦略アクションプラン第

２期 

 令和５年５月 2 年  

大田区内部統制取組方針 地方自治法 令和元年６月 なし  

大田区情報セキュリティ基

本方針 
  平成 16 年１月 なし  

大田区人材育成基本方針   平成 31 年１月 なし  

大田区職員の「心の健康づ

くり計画」 
  令和４年 11 月 5 年  

2021-2025 職員のワーク・

ライフ・バランス推進プラ

ン－第二次・次世代育成支

援のための大田区特定事業

主行動計画（後期）－女性

活躍推進に関する大田区特

定事業主行動計画（後期）

－ 

【職員のワーク・ライフ・

バランス推進プラン】 

次世代育成支援対策推進法 

女性活躍推進法 
令和３年４月 ５年  
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４ 指標一覧 

※「区の施策検証等に向けた大田区区民意識調査」による令和６年度の数値は速報値 

No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

基本目標１ 未来を創り出すこどもたちが夢と希望をもって健やかに育つまち 

施策１－１ こどもの権利が守られ、こどもたちが自分らしく育つ環境づくり 

1 

相談できるとこ

ろを知っている

こどもの割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「相談で

きるところを知っています

か。」という設問に対し、「知

っている」と回答したこども

の数/調査回答総数×100 

なし 

【参考値】 

小学生 74.0％ 

中学生 78.6％ 

高校生世代 82.9％ 

（令和５年度） 

(大田区子ども・子育て支

援計画改訂に向けたアンケ

ート調査「相談する所を知

っているこどもの割合」) 

85% 100% 

2 

自分らしく過ご

せたり、居心地

がよいと感じる

居場所があるこ

どもの割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「あなた

には、自分らしく過ごせた

り、居心地がよいと感じる居

場所はありますか。」という

設問に対し、「ある」と回答

したこどもの数/調査回答総

数×100 

なし 
現状値把握 

次第設定 

現状値把握 

次第設定 

3 

居場所を複数箇

所選択したこど

もの割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、指標②で

「ある」と回答したこどもの

うち、「あなたが、自分らし

く過ごせたり、居心地がよい

と感じる居場所は次のうちど

こですか。」という設問に対

し、複数回答したこどもの数

/調査回答総数×100 

なし 
現状値把握 

次第設定 

現状値把握 

次第設定 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

4 

将来の夢や目標

をもっているこ

どもの割合 

全国学力・学習状況調査で、

「将来の夢や目標を持ってい

ますか。」という設問に対し、

「持っている」と回答したこ

どもの数/調査回答総数×

100 

小６ 80.7％ 

中３ 66.1％ 

（令和６年度） 

全国平均 

以上 

全国平均 

+1ポイント 

以上 

施策１－２ こども・子育て家庭を地域や社会全体で支える環境づくり 

5 

子育てに関して

孤独や孤立を感

じている区民の

割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「あなた

は子育てに関して孤独や孤立

を感じていますか。」という

設問に対し、「強く感じる」

「やや感じる」と回答した区

民の数/調査回答総数×100 

なし 

【参考値】 

23.9% 

（令和５年度） 

(大田区子ども・子育て支

援計画改訂に向けたアンケ

ート調査「子育てに関して

孤独や孤立感を感じている

区民の割合」) 

※就学前児童の保護者対象 

22% 20% 

6 

妊娠・出産・子

育てについて相

談できる人がい

る、又は、相談

先を知っている

区民の割合 

乳幼児健康診査時（４か月児

健康診査）のアンケートで、

「妊娠・出産・子育てについ

て相談できる人はいますか、

又は、相談先を知っています

か。」という設問に対し、「は

い」と回答した区民の数／調

査回答総数×100 

なし 

【参考値】 

78.4％ 

（令和 4年度） 

（すこやか親子 21アンケ

ート（４か月児健康診査

時）「育てにくさを感じた

時に相談先を知っているな

ど何らかの解決方法を知っ

ている区民の割合」） 

85% 95% 

7 

子育てに悩んだ

り困ったりした

時に相談できる

人、又は、相談

できる場所があ

る区民の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「あなた

は子育てに悩んだり困ったり

した時に相談できる人、又

は、相談できる場所はありま

すか。」という設問に対し、

「ある」と回答した区民の数

/調査回答総数×100 

なし 
現状値把握 

次第設定 

現状値把握 

次第設定 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

8 

地域に見守られ

てこどもが成長

していると感じ

る保護者の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「地域に

見守られてこどもが成長して

いると感じますか。」という

設問に対し、「強く感じる」

「やや感じる」と回答した保

護者の数/調査回答総数×

100 

なし 
現状値把握 

次第設定 

現状値把握 

次第設定 

9 

住んでいる地域

がこども・子育

て家庭をあたた

かく見守ってい

ると感じる区民

の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「お住ま

いの地域はこども・子育て家

庭をあたたかく見守っている

と感じますか。」という設問

に対し、「強く感じる」「やや

感じる」と回答した区民の数

/調査回答総数×100 

51.1% 

（令和６年度） 
54% 56% 

施策１－３ 豊かな人間性と確かな学力を身に付け、グローバル社会を創造的に生きるこどもの育成 

10 

５年生まで

（１、２年生の

とき）に受けた

授業では、課題

の解決に向け

て、自分で考

え、自分から取

り組んだ児童・

生徒の割合 

全国学力・学習状況調査（小

学校第６学年・中学校第３学

年）で、「５年生まで（１、

２年生のとき）に受けた授業

では、課題の解決に向けて、

自分で考え、自分から取り組

んでいましたか。」という設

問に対し、「当てはまる」「ど

ちらかといえば、当てはま

る」と回答した児童・生徒の

数/調査回答総数×100 

小６ 79.3％ 

中３ 81.4％ 

（令和６年度） 

全国平均以上 

全国平均 

＋1.5ポイント 

以上 

11 

地域や社会をよ

くするために何

かしてみたいと

思う児童・生徒

の割合 

全国学力・学習状況調査（小

学校第６学年・中学校第３学

年）で、「地域や社会をよく

するために何かしてみたいと

思いますか。」という設問に

対し、「当てはまる」「どちら

かといえば、当てはまる」と

回答した児童・生徒の数/調

査回答総数×100 

小６ 78.1％ 

中３ 73.9％ 

（令和６年度） 

全国平均以上 

全国平均 

＋2ポイント 

以上 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

12 

自分とはちがう

文化や考えを持

つ外国の人など

と積極的に英語

でコミュニケー

ションをとって

話しあいたいと

思う児童・生徒

の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「自分と

はちがう文化や考えをもつ外

国の人などと積極的に英語で

コミュニケーションをとって

話しあいたいと思います

か。」という設問に対し、 

「そう思う」「どちらかとい

えば、そう思う」と回答した

児童・生徒の数/調査回答総

数×100 

なし 
現状値把握 

次第設定 

現状値把握 

次第設定 

13 

学級の児童（生

徒）との間で話

しあう活動を通

じて、自分の考

えを深めたり、

新たな考え方に

気付いたりする

ことができてい

る児童・生徒の

割合 

全国学力・学習状況調査（小

学校第６学年・中学校第３学

年）で、「学級の児童（生

徒）との間で話し合う活動を

通じて、自分の考えを深めた

り、新たな考え方に気付いた

りすることができています

か。」という設問に対し、「当

てはまる」「どちらかといえ

ば、当てはまる」と回答した

児童・生徒の数/調査回答総

数×100 

小６ 83.0％ 

中３ 84.6％ 

（令和６年度） 

全国平均以上 

全国平均 

＋1ポイント 

以上 

14 

自分には、よい

ところがあると

思う児童・生徒

の割合 

全国学力・学習状況調査（小

学校第６学年・中学校第３学

年）で、「自分には、よいと

ころがあると思いますか。」

という設問に対し、「当ては

まる」「どちらかといえば、

当てはまる」と回答した児

童・生徒の数/調査回答総数

×100 

小６ 83.4％ 

中３ 83.8％ 

（令和６年度） 

全国平均以上 

全国平均 

＋2ポイント 

以上 

15 

全国学力・学習

状況調査におけ

る国語の平均正

答率 

全国学力・学習状況調査（小

学校第６学年・中学校第３学

年）における、教科に関する

調査の結果（国語の平均正答

率） 

小６ 71％ 

中３ 59％ 

（令和６年度） 

東京都 

平均以上 

東京都平均 

＋1ポイント 

以上 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

16 

全国学力・学習

状況調査におけ

る算数・数学の

平均正答率 

全国学力・学習状況調査（小

学校第６学年・中学校第３学

年）における、教科に関する

調査の結果（算数・数学の平

均正答率） 

小６ 68％ 

中３ 54％ 

（令和６年度） 

東京都 

平均以上 

東京都平均 

＋1ポイント 

以上 

施策１－４ 一人ひとりが自分らしく学べ、個性と能力を伸ばす教育環境の整備 

17 

障がいのある人

もない人も誰も

が平等に学べる

ようになってい

ると思う児童・

生徒の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「障がい

のある人もない人も誰もが平

等に学べるようになっている

と思いますか。」という設問

に対し、「そう思う」「どちら

かといえば、そう思う」と回

答した児童・生徒の数/調査

回答総数×100 

なし 
現状値把握 

次第設定 

現状値把握 

次第設定 

18 

困りごとや不安

がある時に、先

生や学校にいる

大人にいつでも

相談できる児

童・生徒の割合 

全国学力・学習状況調査（小

学校第６学年・中学校第３学

年）で、「困りごとや不安が

ある時に、先生や学校にいる

大人にいつでも相談できます

か。」という設問に対し、「当

てはまる」「どちらかといえ

ば、当てはまる」と回答した

児童・生徒の数/調査回答総

数×100 

小６ 64.4％ 

中３ 66.4％ 

（令和６年度） 

全国平均以上 
全国平均+2.5

ポイント以上 

19 

築年数が 80年を

超えない学校が

整備されている

割合（躯体
く た い

の健

全性調査結果を

踏まえ、80年を

超えて使用する

学校を除く） 

築年数が 80年を超えない区

立小中学校数（躯体の健全性

調査結果を踏まえ、80年を

超えて使用する学校を除く）

/全区立小中学校数（躯体の

健全性調査結果を踏まえ、

80年を超えて使用する学校

を除く）×100 

100% 

（令和５年度） 
100% 100% 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

基本目標２ 文化を伝え育み誰もが笑顔でいきいき暮らすまち 

施策２－１ 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備 

20 

地域とのつなが

りを実感してい

る高齢者の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「あなた

の日々の暮らしの中で、地域

とのつながり（住民同士の助

け合い・支え合い等）を実際

に感じることがあります

か。」という設問に対し、「感

じる」「どちらかといえば感

じる」と回答した 60歳以上

の区民の数/60歳以上の調査

回答総数×100 

46.7% 

（令和６年度） 
50% 55% 

21 

要介護・要支援

認定を受けてい

ない高齢者（75

歳以上 85歳未

満）の割合 

厚生労働省「介護保険事業状

況報告」で、介護保険第１号

被保険者（75歳以上 85歳未

満に限る）の内、要介護・要

支援認定を受けていない人の

数/介護保険第１号被保険者

（75歳以上 85歳未満に限

る）の数×100 

82.6% 

（令和５年度） 
82.8% 83.0% 

22 社会参加の状況 

大田区高齢者等実態調査で、

「以下のような会・グループ

等にどのくらいの頻度で参加

していますか。」という設問

に対し、「スポーツ関係のグ

ループやクラブ」「趣味関係

のグループ」「収入のある仕

事」で、「週４回以上」「週２

～３回」「週１回」「月１～３

回」「年に数回」と回答した

高齢者の数/調査回答総数×

100 

スポーツ関係 

22.7% 

趣味関係 

27.0% 

収入のある仕事 

32.3% 

（令和４年度） 

スポーツ関係 

24% 

趣味関係 28% 

収入のある 

仕事 35% 

スポーツ関係 

25% 

趣味関係 30% 

収入のある 

仕事 40% 

（令和 13 年度） 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

23 
地域密着型サー

ビスの整備状況 

地域密着型サービス（認知症

高齢者グループホーム、定期

巡回・随時対応型訪問介護看

護、（看護）小規模多機能型

居宅介護）の拠点数と定員数 

認知症高齢者グループ 

ホーム 43拠点・844人 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 ５拠点 

（看護）小規模多機能型 

居宅介護 ８拠点 

（令和５年度） 

認知症高齢者 

グループホーム  

45拠点・880人 

定期巡回・随時 

対応型訪問 

介護看護 ８拠点 

（看護）小規模 

多機能型居宅 

介護 10拠点 

― 

24 

介護サービス従

事者の離職率の

縮小（定着率の

向上） 

介護サービス従事者の離職者

数/起算日に在籍していた職

員数×100 

16.3% 

（令和４年度） 

全国値を 

下回る 

全国値を 

下回る 

施策２－２ 本人の意思に寄り添う権利擁護の推進 

25 
成年後見制度の

理解度 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「『成年後

見制度』を知っています

か。」という設問に対し、「内

容まで知っている」と回答し

た区民の数/調査回答総数×

100 

 

32.8% 

（令和６年度） 
40% 45% 

26 
成年後見制度の

利用者数 

東京家庭裁判所の区市町村別

成年後見制度の利用者数 

 

1,293件 

（令和５年度） 
1,350 件 1,400件 

27 

大田区ＤＶ相談

ダイヤルの認知

度 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「区では、

『大田区ＤＶ相談ダイヤル』

を設置し、配偶者やパートナ

ーからの暴力（ドメスティッ

ク・バイオレンス＝ＤＶ）に

関する相談を受け付けている

ことを知っていますか。」と

いう設問に対し、「知ってい

る」と回答した区民の数/調

査回答総数×100 

 

30.0% 

（令和６年度） 
34% 38% 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

施策２－３ 障がいの有無等にかかわらず、安心して暮らせる支援の充実 

28 

障害福祉サービ

ス等利用者の満

足度 

大田区障がい者実態調査で、

現在利用している障害福祉サ

ービスの満足度について、

「満足している」「ほぼ満足

している」と回答した人の数

/調査回答総数×100 

75% 

（令和４年度） 
85% 

90% 

（令和 13 年度） 

29 
障害者差別解消

法の理解度 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「『障害者

差別解消法』を知っています

か。」という設問に対し、「内

容まで知っていて、合理的配

慮を行った経験がある」「内

容まで知っているが、合理的

配慮を行った経験はない」と

回答した区民の数/調査回答

総数×100 

20.3% 

（令和６年度） 
28% 36% 

施策２－４ 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 

30 
自治会・町会へ

の加入世帯数 
自治会・町会への加入世帯数 

244,470世帯 

（令和５年度） 
244,000 世帯 244,000世帯 

31 

自治会・町会が

連携・協働した

地域の企業、団

体、ＮＰＯ等の

団体数 

地域力推進活動負担金の実績

報告により、地域の企業、団

体、ＮＰＯ等と連携・協働し

た件数 

1,951団体 

（令和５年度） 
2,125 団体 2,300団体 

32 

現在住んでいる

まちで何らかの

地域活動に参加

したいと思う区

民の割合 

大田区政に関する世論調査

で、「あなたは、現在住んで

いるまちで何らかの地域活動

に参加したいと思います

か。」という設問に対し、「現

在参加している」「ぜひ参加

したい」「きっかけや条件が

整えば参加してみたい」と回

答した区民の数/調査回答総

数×100 

47.9% 

（令和５年度） 
50% 55% 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

33 
ユニバーサルデ

ザインの理解度 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「『ユニバ

ーサルデザイン』という言葉

を知っていますか。」という

設問に対し、「定義までよく

理解している」「定義はなん

となく理解している」と回答

した区民の数/調査回答総数

×100 

67.6% 

（令和６年度） 
70% 85% 

34 

普段の生活につ

いて、孤立感や

孤独感がないと

感じる区民の割

合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「普段の

生活について、『孤立感や孤

独感がない』はどの程度あて

はまりますか。」という設問

に対し、「あてはまる」「どち

らかといえばあてはまる」と

回答した区民の数/調査回答

総数×100 

 

66.7% 

（令和６年度） 
70% 72% 

施策２－５ 人々の相互理解と交流の促進 

35 

日本人と外国人

が互いに認めあ

い、暮らしてい

ると思う日本

人・外国人区民

の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査または大田区

多文化共生実態調査で、「あ

なたは、大田区では日本人と

外国人が互いに認め合い、と

もに地域社会の構成員として

暮らしていると思います

か。」という設問に対し、「と

ても思う」「どちらかといえ

ばそう思う」と回答した日本

人・外国人区民の数/調査回

答総数×100 

日本人 57.4% 

（令和６年度） 

外国人 79.8% 

（令和４年度） 

日本人 60.5% 

外国人 84.8% 

日本人 63.5% 

外国人 88.8% 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

36 

現在住んでいる

まちが暮らしや

すいと感じてい

る外国人区民の

割合 

大田区多文化共生実態調査

で、「現在住んでいるまちは

暮らしやすいですか。」とい

う設問に対し、「とても暮ら

しやすい」「暮らしやすい」

と回答した外国人区民の数/

調査回答総数×100 

85.0% 

（令和４年度） 
88.5% 91.3% 

37 

家庭生活におけ

る男女の地位が

平等であると思

う区民の割合 

大田区政に関する世論調査

で、「家庭生活において、男

女の地位は平等になっている

と思いますか。」という設問

に対し、「平等になってい

る」と回答した区民の数/調

査回答総数×100 

46.1% 

（令和５年度） 
50% 55% 

38 

今の日本は、人

権が尊重されて

いる社会だと思

う区民の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「あなた

は、今の日本は、人権が尊重

されている社会だと思います

か。」という設問に対し、「そ

う思う」「どちらかといえば

そう思う」と回答した区民の

数/調査回答総数×100 

66.5% 

（令和６年度） 
68.5% 70.5% 

施策２－６ 地域全体での健康づくりの推進と地域医療の充実 

39 
65歳健康寿命

（要介護２） 

65歳の人が何らかの障がい

のために日常生活動作が制限

されるまでの年齢を平均的に

表したもの。本指標では、障

がいを要介護２以上とする。 

男性 82.35歳 

女性 85.75歳 

（令和４年） 

延伸 

（※65 歳平均

余命の延伸分

を上回る） 

延伸 

（※65歳平均

余命の延伸分

を上回る） 

40 

特定健診受診率

（国民健康保険

被保険者） 

40歳から 74歳の大田区国民

健康保険加入者のうち、特定

健康診査を受診した人の数

/40歳から 74歳の大田区国

民健康保険加入者数×100 

38.0% 

（令和４年度） 
39.8% 

40.0% 

（令和 11 年度） 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

41 主観的健康感 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「現在の

あなたの健康状態はいかがで

すか。」という設問に対し、

「とてもよい」「よい」と回

答した区民の数/調査回答総

数×100 

64.5% 

（令和６年度） 
増やす 増やす 

42 

かかりつけ医、

歯科医、薬局い

ずれもある区民

の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「かかり

つけ医、かかりつけ歯科医、

かかりつけ薬局はあります

か。」という設問に対し、「か

かりつけ医、歯科医、薬局い

ずれもある」と回答した区民

の数/調査回答総数×100 

29.5% 

（令和６年度） 
31.0% 32.5% 

施策２－７ スポーツの楽しさが広がる環境の整備 

43 
区民スポーツ実

施率 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「スポー

ツや運動を実施した頻度は週

どのくらいですか。」という

設問に対し、「週３日以上

（年 151日以上）」「週２日

（年 101～150日）」「週１日

（年 51～100日）」と回答し

た区民の数/調査回答総数×

100 

66.5% 

（令和６年度） 
70% 72% 

44 

区のスポーツ環

境に対する満足

度 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「あなた

は区のスポーツ環境に満足し

ていますか。」という設問に

対し、「満足している」「やや

満足している」と回答した区

民の数/調査回答総数×100 

22.4% 

（令和６年度） 
26% 30% 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

施策２－８ 心ときめく豊かな地域をつくる 文化資源の創造と継承 

45 

区の文化芸術環

境に対する満足

度 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「あなた

は、区の文化芸術に親しむ環

境に満足していますか。」と

いう設問に対し、「満足して

いる」「やや満足している」

と回答した区民の数/調査回

答総数×100 

19.2% 

（令和６年度） 
25% 40% 

46 

区の文化や歴史

に触れる機会が

あった区民の割

合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「あなた

は、これまでに区の文化や歴

史に触れる機会がありました

か。」という設問に対し、「あ

った」と回答した区民の数/

調査回答総数×100 

38.0% 

（令和６年度） 
40% 50% 

施策２－９ 生涯にわたる学びの支援 

47 

最近１年間に生

涯学習を行った

区民の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「あなた

は、最近１年間に生涯学習を

行ったことがありますか。」

という設問に対し、「ある」

と回答した区民の数/調査回

答総数×100 

40.5% 

（令和６年度） 
45% 50% 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

48 

年１回以上図書

館を利用する区

民の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「１年間

で大田区立図書館又は文化の

森情報館（電子書籍貸出サー

ビスを含む）をどのくらい利

用しますか。」という設問に

対し、「週１回以上」「月２回

程度」「月１回程度」「２～３

か月に１回程度」「ほとんど

利用しない（年１～２回程

度）」と回答した区民の数/調

査回答総数×100 

48.5% 

（令和６年度） 
55% 60% 

基本目標３ 豊かな環境と産業の活力で持続的に発展するまち 

施策３－１ 脱炭素化の推進と豊かな自然の継承 

49 

大田区内におけ

る温室効果ガス

排出量の削減率 

オール東京 62市区町村共同

事業「みどり東京・温暖化防

止プロジェクト」の算定結

果。基準年度である平成 25

年と比較して算出。 

 

▲13.9% 

（令和３年度） 
▲44% ▲55% 

50 

大田区役所の温

室効果ガス排出

量の削減率 

大田区役所エコオフィス推進

プラン実績調査の算定結果。

基準年度である平成 25年と

比較して算出。 

 

▲31.5% 

(令和 5年度) 
▲45% ▲56% 

51 
「生き物の豊か

さ」の満足度 

大田区環境基本計画の策定に

係る区民アンケート調査で、

「あなたは、大田区の環境を

どのように感じていますか？

（項目：生き物の豊かさ）」

という設問に対し、「満足」

「やや満足」と回答した区民

の数／調査回答総数×100 

27.0% 

(令和 5年度) 

40.0% 

(令和 12年度) 
― 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

52 みどり率 

みどりの実態調査で、航空写

真におけるみどりの覆われた

面積＋水面が占める面積＋公

園内の緑で覆われていない面

積／区面積×100 

25.30% 

(平成 30年度) 
27.86% 28.37% 

施策３－２ 持続可能な循環型社会の構築 

53 

区民１人１日当

たりのごみと資

源の総量 

大田区一般廃棄物組成分析調

査による算定結果。 

585g 

（令和５年度） 
560g 524g 

施策３－３ 区内企業の自己変革の促進 

54 
区内全産業の付

加価値額 

総務省・経済産業省「経済セ

ンサス－活動調査」の算定結

果。企業の生産活動によって

新たに生み出された価値のこ

とで、売上高（総生産額）か

ら原材料費・燃料費・減価償

却費などの中間投入額を差し

引くことによって算出。 

1,920,871 

百万円 

（令和３年度） 

1,988,101 

百万円 

(令和８年度) 

2,057,685 

百万円 

（令和 13 年度） 

55 

付加価値額が増

加した区内企業

の割合 

大田区の景況の調査で、「前

年に比べて付加価値額が増加

した」と回答した区内企業の

数／調査回答総数×100 

42.40% 

（令和６年度） 
45% 50% 

56 

デジタル化の取

組意向のある区

内の企業割合 

大田区の景況の調査で、「Ｉ

Ｔを活用した業務効率化・生

産性向上の取組状況」に,

「取り組んでいる」「まだ取

り組んでいないが、取り組む

予定がある」「取り組みたい

が、検討段階である」と回答

した区内企業の数／調査回答

総数×100 

 

57.8% 

（令和５年度） 
65% 70% 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

施策３－４ ものづくりの次世代への承継と立地支援 

57 

新規採用人数が

充足している企

業の割合 

大田区の景況の調査で、製造

業の企業が希望する求人数に

対して、新規採用人数が「充

足している」と回答した区内

企業の数／調査回答総数×

100 

28.8% 

（令和６年度） 
30% 30% 

58 

事業承継の意向

のうち、事業承

継について考え

ていない企業の

割合 

大田区ものづくり産業等実態

調査において、「事業承継の

意向」のうち「事業承継につ

いて考えていない」と回答し

た区内企業の数／調査回答総

数×100 

34.2％ 

（令和元年度） 
30% 25% 

59 
区内製造業の粗

付加価値額 

総務省・経済産業省「経済セ

ンサス－活動調査」の算定結

果。売上高（総生産額）から

減価償却費を差し引かないで

算出した付加価値額のこと。 

1,850億円 

（令和３年度） 
1,850 億円 1,850億円 

60 

大田区のイメー

ジについて、も

のづくりのまち

を選んだ割合 

大田区シティプロモーション

調査で、「あなたは大田区に

ついて、どのようなイメージ

をもっていますか」という設

問に対し、「ものづくりのま

ち」と回答した区民及び区民

以外の数/調査回答総数×

100 

なし 
現状値取得 

次第設定 

現状値取得 

次第設定 

施策３－５ 新たな挑戦への支援と企業同士の交流・連携機会の創出 

61 
区内の新設法人

数 

大田区新設法人件数調査の結

果によって把握。 

1,051社 

（令和５年度） 
1,114 社 1,167社 

62 

羽田イノベーシ

ョンシティ及び

「HANEDA×

PiO」を活用した

交流・連携によ

る区内企業との

オープンイノベ

ーション創出数 

産業振興協会へのヒアリング

及び羽田イノベーションシテ

ィモニタリング報告書の結果

によって把握。 

２件 

（令和５年度） 
２件 ３件 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

63 

羽田イノベーシ

ョンシティを起

点とした新技術

の区内実装数 

産業振興協会へのヒアリング

及び羽田イノベーションシテ

ィモニタリング報告書の結果

によって把握。 

１件 

（令和５年度） 
２件 ３件 

施策３－６ 活気あふれる商店街づくりと魅力ある観光資源の創出・発信 

64 

買い物や食事、

イベント等で商

店街を利用して

いる区民の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「買い物

や食事、イベント等で商店街

を訪れることがあります

か。」という設問に対し、「あ

る」と回答した区民の数/調

査回答総数×100 

89.8% 

（令和６年度） 
90% 90% 

65 

区内における年

間観光消費額の

推計値 

観光庁の「観光入込客統計調

査に関する共通基準及び調査

要領」に基づき算出。 

132,595百万円 

（平成 29年度） 

165,000 

百万円 

（令和 10 年度） 

172,000 

百万円 

（令和 14 年度） 

基本目標４ 安全・安心で活気とやすらぎのある快適なまち 

施策４－１ 災害に強く回復しやすい減災都市の実現 

66 
住宅の耐震化率

（旧耐震基準） 

平成 30 年住宅・土地統計調

査等に基づき算出した平成

30年９月末時点の耐震化率

をベースに、平成 30年９月

～算定年度末までの新築戸数

の加算及び解体戸数の減算に

より算出。 

91％ 

（令和２年度） 

約 98％ 

（令和７年度） 

※おおむね解消 

ー 

67 
住宅の耐震化率

（新耐震基準） 
検討中 調査中 

現状値取得 

次第設定 

現状値取得 

次第設定 

68 

東京都防災都市

づくり推進計画

の重点整備地域

における不燃領

域率（東京都推

計値） 

東京都の算定結果（空地率＋

（１-空地率/100）×不燃化

率（％））。 

大森中地区：64.3％ 

羽田二・三・六丁目

地区：49.4％  

補助 29号線沿道地

区（大田区）：

52.5％ 

 (令和４年度） 

ー 

大森中地区：

70％超 

羽田二・三・

六丁目地区：

60％超  

補助 29号線沿

道地区（大田

区）：70％超 

 (令和 12年度末） 

69 
耐震性能を把握

した橋梁数 

耐震性能照査が完了した橋梁

数 

39橋/156橋 

（令和 5年度） 
59 橋 75橋 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

70 

耐震・強靱化を

進めた橋梁数

（落橋対策） 

耐震補強工事が完了した橋梁

数 

30橋/156橋 

（令和 5年度）  
35 橋 39橋 

71 
無電柱化整備延

長 

大田区が管理する区道の総延

長に対する無電柱化整備延長 

13.47㎞ 

（令和 2年度） 
17.53 ㎞ 

20.79㎞ 

（令和 12 年度） 

72 
高台避難場所の

充足率 

都市計画基礎調査等を活用

し、町丁目ごとに「避難対象

者数」と「収容可能人数」を

統計的に分析を行い、その差

分により算出。 

検討中 検討中 
100％ 

（検討中） 

施策４－２ 地域力を活かした防災対策の推進 

73 

総合防災訓練と

地域の自主防災

訓練との訓練成

果の共有率 

「総合防災訓練」と地域（区

内各地区）の「自主防災訓

練」を連携させ実施した数

と、その成果を共有すること

ができた地区の数の合計（累

計）/18地区×100 

0％ 

（令和 5年度） 
100% 100% 

74 

災害から身を守

るために取組を

している区民の

割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「災害か

ら身を守るためにどのような

取り組みをしていますか」と

いう設問に対し、「特に何も

していない」と回答した区民

の数/調査回答総数×100

を、100から引いた割合 

85.6％ 

（令和 6年度） 
100% 100% 

75 

災害ケースマネ

ジメントを担う

関係機関との協

議数 

毎年１回以上、実装に向けて

協議した、「災害ケースマネ

ジメント」の実施に当たって

連携が想定される関係機関・

民間団体数 

２団体 

（令和 5年度） 
7団体 11団体 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

施策４－３ 治安がよい美しいまちの実現 

76 

治安のよさの満

足度（体感治

安） 

大田区政に関する世論調査

で、「治安のよさ」という設

問に対し、「満足している」

「ほぼ満足している」と回答

した区民の数/調査回答総数

×100 

60.4％ 

（令和５年度） 
65% 70% 

77 
区内特殊詐欺被

害件数 

警視庁資料を基に算出した区

内特殊詐欺被害の件数。 

151件 

（令和５年） 
112件 72件 

78 
消費者相談の解

決率 

相談が解決した件数/相談件

数（処理不要・処理中除く）

×100 

98.6％ 

（令和 5年度） 
99% 99% 

79 

蒲田駅東西口の

喫煙禁止重点対

策地区における

路上喫煙者数 

蒲田駅東西口の喫煙禁止重点

対策地区内で、週１日平日

に、18 時から 20時までの

間、30 分間調査した人数の

平均値 

16人 

（令和５年度） 
11 人 7人 

施策４－４ 地域の魅力を活かした拠点づくり 

80 

住んでいるまち

が魅力的である

と感じる区民の

割合 

大田区政に関する世論調査

で、「住んでいるまちが魅力

的であると感じています

か。」という設問に対し、「感

じている」「やや感じてい

る」と回答した区民の数/調

査回答総数×100 

68.5％ 

（令和５年度） 
70% 72% 



223 

 

No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

81 

駅周辺の整備が

進んでいると感

じる区民の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「区は、

『大田区鉄道沿線まちづくり

構想』において示した、沿線

のまちの将来像やその実現に

向けた道筋に基づき、官民が

協働し、地域特性や限られた

空間を最大限有効に活用しな

がら、安全かつ快適で利便性

の高い個性的な都市空間を創

出するよう取り組んでいま

す。現在、大田区内の駅周辺

の整備が進んでいると感じま

すか。」 

という設問に対し、「感じて

いる」「やや感じている」と

回答した区民の数/調査回答

総数×100 

43.6％ 

（令和６年度） 
46% 48% 

施策４－５ 誰もが移動しやすく利便性の高い多様な交通ネットワークの形成 

82 

蒲田駅と京急蒲

田駅をつなぐ鉄

道路線の新設を

望む区民の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「早期に

実現してほしい大田区内の公

共交通対策」という設問に対

し、「鉄道路線の充実（蒲田

駅と京急蒲田駅をつなぐ鉄道

路線の新設を含む）」と回答

した区民の数/調査回答総数

×100 

35.9％ 

（令和６年度） 
45% 50% 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

83 

大田区内の公共

交通機関が利用

しやすいと感じ

ている区民の割

合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「自宅の

近くにバス停や駅があるな

ど、公共交通機関が利用しや

すい環境ですか。」という設

問に対し、「とても利用しや

すい」「まあまあ利用しやす

い」と回答した区民の数/調

査回答総数×100 

89.2％ 

（令和６年度） 
91% 92% 

84 

「大田区バリア

フリー基本構想 

おおた街なか“す

いすい”プラン」

における特定事

業の進捗率 

毎年度末に行う特定事業の進

捗調査で、「事業が完了し

た」又は「継続して取り組ん

でいる」と回答のあった事業

の数/大田区バリアフリー基

本構想にて位置付ける特定事

業の総数×100 

※特定事業とは、バリアフリ

ー法第２条にて定める、ハー

ド整備又はソフト対策による

バリアフリー化に関する事業

のこと。 

75％ 

（令和５年度） 
ー 

100％ 

（令和 13 年度） 

施策４－６ 誰もが快適に暮らし過ごせる都市基盤と住環境の整備 

85 

住んでいるまち

の生活環境にお

ける、道路整備

に対する満足度 

大田区政に関する世論調査

で、住んでいるまちの生活環

境における「道路の整備」と

いう設問に対し、「満足」「ほ

ぼ満足」と回答した区民の数

/調査回答総数×100 

63.6% 

（令和５年度） 
65% 70% 

86 

狭あい道路の区

内総延長 261km

（両側 522km）

に対する延長及

び後退率 

狭あい道路の区内総延長に対

する、狭あい道路拡幅整備工

事が完了した延長及び後退率 

21.6％ 

（令和５年度） 
24.6% 27.0% 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

87 

橋梁点検におけ

る健全性判定Ⅱ

以上の割合 

大田区が管理する橋梁（公園

管理橋は除く）に対して 5

年間に一回のサイクルとして

実施した定期点検の診断結果

の割合。 

※健全性判定Ⅱ以上とは、予

防保全の観点から対策が不要

な状態もしくは必要に応じて

対策の実施が望まれる状態で

あること。 

97％ 

（令和 5年度） 
100% 100% 

88 

住んでいるまち

の生活環境にお

ける、住宅事情

に対する満足度 

大田区政に関する世論調査

で、住んでいるまちの生活環

境における「あなたご自身の

住宅事情」という設問に対

し、「満足」「ほぼ満足」と回

答した区民の数/調査回答総

数×100 

71.5％ 

（令和５年度） 
76% 80% 

89 

区が把握してい

る適切に維持・

管理のできてい

ない空家等の件

数 

陳情等により課題のある空家

等として把握した現存数。 

742件 

（令和５年度） 
707件 679件 

90 放置自転車台数 

「駅前放置自転車等の現況と

対策調査」によって把握した

放置自転車台数。 

※例年 10月、晴天の平日の

うち任意の一日、おおむね午

前 11時ごろの駅周辺におけ

る放置自転車台数。 

307台 

（令和６年度） 
毎年減少 ー 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

施策４－７ 世界と日本をつなぐ空港臨海部のまちづくり 

91 

空港臨海部に魅

力を感じる区民

の割合 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「遊ぶ場

所、働く場所として空港臨海

部に魅力を感じますか」とい

う設問に対し、「感じる」「や

や感じる」と回答した区民の

数/調査回答総数×100 

46.0% 

（令和 6年度） 
50% 55% 

92 

HANEDA
ハ ネ ダ

 

GLOBAL
グ ロ ー バ ル

 WINGS
ウ イ ン グ ズ

への来街者数

（１日当たり） 

携帯電話端末のＧＰＳ位置情

報データ（KDDI Location 

Analyzer）を用いて算出し

た、１日当たりの HANEDA 

GLOBAL WINGS への来街者

数 

8,885人 

 （令和５年度） 
10,800人 11,200人 

施策４－８ 多彩で魅力ある公園・緑地づくり 

93 
地域の拠点とな

る公園の満足度 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「野球

場、キャンプ場、アスレチッ

ク等がある大きな公園につい

て、どの程度満足しています

か。」という設問に対し、「満

足している」「やや満足して

いる」と回答した区民の数/

調査回答総数×100 

40.0% 

(令和６年度) 
50% 60% 

94 
身近な公園の満

足度 

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「住宅街

によくある小さな公園につい

て、どの程度満足しています

か。」という設問に対し、「満

足している」「やや満足して

いる」と回答した区民の数/

調査回答総数×100 

50.0% 

（令和６年度） 
60% 70% 
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No. 指標名 指標の説明 現状値 
目標値 

(令和 10 年度) 

目標値 

(令和 14 年度) 

施策４－９ 水とみどりのネットワークでやすらげる環境づくり 

95 

身近な場所で水

や緑に親しめる

と感じる区民の

割合 

大田区政に関する世論調査・

区の施策検証等に向けた大田

区区民意識調査で、「身近な

場所で水や緑に親しめると感

じていますか。」という設問

に対し、「感じている」「やや

感じている」と回答した区民

の数／調査回答総数×100 

58.8% 

（令和 6年度） 
60% 65% 

96 緑被率 

みどりの実態調査で、航空写

真におけるみどりに覆われた

面積／区面積×100 

18.32％ 

（平成 30年度） 
21% 

21.5% 

（令和 12 年度） 
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５ 施策の方向性とＳＤＧｓゴールとの関係 

（１）ＳＤＧｓ17 の目標 
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資料：「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」外務省仮訳 



230 

 

（２）関係性対応表 

各施策の方向性が SDGｓのどのゴールにつながっているかを一覧で示しています。 

  

ＳＤＧｓ 

                                  

1-1 こどもの権利が守られ、こどもたちが自分らしく育つ環境づくり 

  こども・若者の意見を尊重する取組の推進 〇 〇 〇 〇      〇      〇 〇 

こどもの命と安全を守る児童相談支援体制の構築 〇  〇 〇      〇      〇 〇 

こども・若者が安全・安心に過ごせる多様な居場

所づくり 
〇 〇 〇 〇              

「貧困の連鎖を断ち切る」相談支援体制の充実 〇 〇 〇 〇            〇 〇 

1-2 こども・子育て家庭を地域や社会全体で支える環境づくり 

  妊娠期から切れ目なく子育て家庭を支える支援の

充実 
    〇                          〇    

こどもの健やかな成長を支える保健体制の充実     〇                             

仕事と子育ての調和がとれた暮らしの実現     〇    〇      〇                〇    

こども・若者の健やかな成長と子育てを支える地

域づくり 
    〇  〇              〇          〇 〇 

1-3 豊かな人間性と確かな学力を身に付け、グローバル社会を創造的に生きるこどもの育成 

  予測困難な未来社会を創造的に生きる力の育成       〇        〇 〇  〇      〇 

世界とつながる国際都市おおたを担う人財の育成       〇  〇          〇  〇 〇 〇          

確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成     〇  〇  〇         〇            〇    

こどもたちの可能性を引き出す学校力・教師力の

向上 
    〇  〇        〇                    

1-4 一人ひとりが自分らしく学べ、個性と能力を伸ばす教育環境の整備 

  自分らしくいきいきと生きるための学びの支援 〇     〇  〇          〇            〇    

柔軟で創造的な学習空間と安全・安心な教育環境

づくり 
  〇 〇  〇 〇  〇  〇    〇   
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ＳＤＧｓ 

                                  

2-1 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備 

  高齢者の見守り体制の強化・推進   〇        〇      〇 

共生と予防を軸とした認知症高齢者への支援   〇       〇 〇       

高齢者の就労・地域活動の支援 〇  〇     〇   〇       

介護人材対策の推進と介護サービス基盤の充実   〇     〇   〇       

2-2 本人の意思に寄り添う権利擁護の推進 

  権利擁護の正しい理解と周知啓発   〇  〇     〇      〇  

地域の担い手の育成と相談体制の拡充   〇             〇  

地域連携ネットワークの強化   〇             〇  

2-3   障がいの有無等にかかわらず、安心して暮らせる支援の充実 

  相談支援体制の充実・強化   〇       〇        

障がい者等の地域生活の支援   〇       〇 〇       

障がいへの理解の推進   〇       〇 〇       

2-4 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 

  多様な主体が参加する支えあいのネットワークの

構築 
  〇        〇       

自治会・町会との連携・協働の更なる推進           〇       

 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進   〇       〇 〇       

 分野横断の包括的な支援体制の強化 〇  〇        〇       

2-5 人々の相互理解と交流の促進 

  国際理解・国際交流の推進    〇 〇   〇 〇 〇 〇     〇 〇 

コミュニケーション支援及び外国人区民も暮らし

やすい生活環境整備 
〇  〇 〇      〇 〇      〇 

人権と多様性を尊重する意識の醸成     〇     〇        

2-6  地域全体での健康づくりの推進と地域医療の充実 

  生涯を通じた心身の健康づくりの推進   〇     〇         〇 

科学的根拠に基づく健康啓発の展開   〇 〇              

健康に関する安全・安心の確保   〇        〇       
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2-7 スポーツの楽しさが広がる環境の整備 

  誰もがスポーツを楽しめる機会づくり   〇 〇              

ニーズに即したスポーツ環境の整備   〇 〇              

2-8 心ときめく豊かな地域をつくる 文化資源の創造と継承 

  文化芸術に親しむ機会の創出    〇       〇       

地域の文化資源の保護・活用の推進    〇       〇       

2-9 生涯にわたる学びの支援 

  個人の学びの充実    〇      〇        

学びを通じたつながり・活用の場の創出    〇      〇        

地域の学びを支える環境整備    〇      〇        

図書館機能の充実    〇      〇        
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ＳＤＧｓ 

      

3-1 脱炭素化の推進と豊かな自然の継承 

  脱炭素ライフスタイルへの転換       〇  〇  〇 〇 〇    〇 

脱炭素まちづくりの推進       〇  〇  〇 〇 〇    〇 

豊かな自然の継承      〇     〇  〇 〇 〇   

3-2 持続可能な循環型社会の構築 

  ３R＋Renewable の推進           〇 〇 〇 〇   〇 

3-3  区内企業の自己変革の促進 

  変化への対応・高付加価値化        〇 〇         

脱炭素化・デジタル化の促進        〇 〇         

3-4 ものづくりの次世代への承継と立地支援 

  基盤技術の維持、次世代への承継とものづくり人

材育成・確保 
   〇    〇 〇         

立地・拡張ニーズへの対応、と産業と暮らしの調

和 
       〇 〇         

3-5 新たな挑戦への支援と企業同士の交流・連携機会の創出 

  新たな挑戦への支援（創業支援）        〇 〇         

産業交流拠点の形成        〇 〇  〇       

イノベーション創出の推進        〇 〇  〇       

3-6 活気あふれる商店街づくりと魅力ある観光資源の創出・発信 

  商店街の持続的な運営とにぎわい創出等の支援        〇 〇  〇       

区の魅力の発信と来訪者の利便性向上        〇   〇      〇 
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ＳＤＧｓ 

                                  

4-1 災害に強く回復しやすい減災都市の実現 
 

倒れないまちづくりの推進 〇        〇  〇  〇     

燃えない・燃え広がらないまちづくりの推進 〇        〇  〇  〇     

橋梁の強靱化による発災後の道路ネットワーク確

保、復旧の強化 

〇        〇  〇  〇     

多様な整備手法による無電柱化の推進 〇        〇  〇  〇     

水害から命を守る高台まちづくりの推進         〇  〇  〇    〇 

4-2 地域力を活かした防災対策の推進 

 区民の生命・身体を災害から保護する救命・救

助・救護体制の構築 
  〇        〇  〇    〇 

多くの区民が成果を共有できる普及環境の構築と

防災意識の高揚 
  〇  〇 〇     〇  〇    〇 

必要な方に物資を供給できる物流体制と生活系廃

棄物処理体制の構築 
  〇  〇 〇     〇  〇    〇 

災害ケースマネジメントの実施準備   〇  〇      〇  〇    〇 

4-3 治安がよい美しいまちの実現 
 

地域団体及び関係機関との連携・協力による区民

の安全・安心の確保 
          〇     〇  

特殊詐欺被害、消費者被害防止に向けた取組の強

化 
          〇     〇  

喫煙対策及び環境美化の推進   〇        〇       

4-4 地域の魅力を活かした拠点づくり 
 

蒲田駅周辺のまちづくり       〇 〇 〇  〇  〇    〇 

大森駅周辺のまちづくり       〇 〇 〇  〇  〇    〇 

身近な地域の魅力づくり       〇 〇 〇  〇  〇    〇 

4-5 誰もが移動しやすく利便性の高い多様な交通ネットワークの形成 
 

新空港線の整備促進        〇 〇  〇  〇    〇 

区内公共交通の改善   〇        〇  〇     

広域的な道路ネットワークの整備推進 〇        〇  〇  〇     
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誰もが安全で快適に自転車を利用できる環境の更

なる展開 
  〇        〇  〇     

街なかのバリアフリー化の推進   〇  〇     〇 〇      〇 

4-6 誰もが快適に暮らし過ごせる都市基盤と住環境の整備 

 生活道路等の整備 〇       〇 〇  〇  〇     

新技術等を活用した予防保全型の橋梁の維持管理         〇  〇       

安心で快適な住環境の確保 〇  〇       〇 〇  〇    〇 

空家等対策の推進           〇 〇     〇 

年齢層に合わせた交通安全教育機会の充実           〇       

自転車等利用総合対策の推進           〇       

4-7 世界と日本をつなぐ空港臨海部のまちづくり 
 

移動しやすく、働く場所・遊ぶ場所として魅力あ

る空港臨海部の形成 
       〇 〇  〇       

HANEDA GLOBAL WINGS のまちづくり         〇  〇 〇     〇 

4-8 多彩で魅力ある公園・緑地づくり 

 誰もが利用したくなる魅力ある公園の実現に向け

た仕組みづくり 
          〇      〇 

 

大規模公園・緑地の魅力向上           〇      〇 

身近な公園・緑地の魅力向上           〇       

4-9 水とみどりのネットワークでやすらげる環境づくり 
 

みどりの保全、創出、活用の推進   〇 〇     〇  〇  〇 〇 〇  〇 

魅力的な水とみどりのネットワークの形成・拡充           〇  〇  〇   

河川の水質浄化対策の推進           〇       
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