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（仮称）世田谷区未来つながるプラン（素案）について 

 

 

１ 主旨 

  令和４年度～令和５年度の２年間を計画期間とする（仮称）世田谷区未来つながるプラ

ン（実施計画）の素案を取りまとめたので、報告する。 

 

２ 計画素案 

  別紙１「概要版」及び別紙２「計画素案」のとおり 

 

３ 構成 

  第１章 計画の策定について 

   ・計画の位置づけ・期間 等 

  第２章 策定の背景 

   ・社会状況の変化、将来人口推計、財政見通し、次期基本計画に向けて 

  第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み 

   ・基本的な考え方、施策体系、４つの政策の柱に基づく個別施策 等 

  第４章 ＤＸの推進 

   ・Re・Design SETAGAYA へのステップ（２年間の取組み） 等 

  第５章 行政経営改革の取組み 

   ・行政経営改革 10 の視点に基づく取組み、外郭団体の見直し、公共施設等総合管理

計画に基づく取組み 等 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和３年 ９月１５日～      パブリックコメント 

      １１月          ５常任委員会報告（検討状況） 

  令和４年 １月          ５常任委員会報告（計画案） 

       ３月          計画策定 

 



（仮称）世田谷区未来つながるプラン2022-2023
（実施計画）

【素案・概要版】

世田谷区
令和３年９月

別紙１



第１章 計画の策定について

 基本計画の実現に向けた具体的な取り組み
を示す計画（実施計画）として、「新実施
計画」を策定

 新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み
て策定した「政策方針」に基づき、政策課題
の優先順位を整理し、あらゆる施策の本質
的な見直しを推進

 「政策方針」を踏まえながらも、これまでの計
画の継続ではなく、コロナ禍により大きく変化
する社会状況を踏まえ、次期基本計画につ
ながる計画として策定

 「まち・ひと・しごと創生法」に基づく「第2期世
田谷区総合戦略」として位置づけ、一体的
に管理

＜計画期間＞

＜計画の位置づけ＞

 計画期間は、令和４年度～令和５年度の２年間

これまでの取組み 本計画の位置づけ

令和2年度
（2020年度）

令和3年度
（2021年度）

令和4年度
（2022年度）

令和5年度
（2023年度）

令和6年度
（2024年度）

基本計画

政策方針

新実施計画（後期） つながるプラン

次期基本計画

次期実施計画
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第２章 策定の背景

 社会全体の価値観や行動の変化への対応や、持
続可能な行財政運営の確保、事務事業の見直し
を進める必要がある

 自治体レベルでもあらゆるステークホルダーと連携し
た分野横断的な取組みが求められている

 今後の人口構成の変化にも対応するため、新たな
にぎわいや魅力の創出により、自治体として持続的
な成長を遂げる必要がある

 激甚化・頻発化する災害から区民を守るため、さら
なる防災・減災の取組みを強化するとともに、気候
変動を緩和する取組みを進め、安全で災害に強い
まちづくりを実現する必要がある

 先端技術を積極的に活用し、急速に変容する区
民生活に応じた新たな行政サービスの構築や業務
の効率化、区民視点での改革を進め、新たな時代
を切り拓く世田谷区へと変革していく必要がある
（Re・Design SETAGAYA）

 地域行政制度を基軸に、より住民に身近できめ細
やかな施策を展開し、誰もが互いに支えあい、安心
して住み続けられる共生社会の形成に向けて取り
組むことで、持続可能な住民自治を実現する必要
がある

＜社会状況の変化＞

(1)新型コロナウイルス感染症の影響

(3)人口トレンドの変化

(5)高度情報化社会の到来と
デジタル・トランスフォーメーション（DX）

(2)SDGs（持続可能な開発目標）の推進

(4)大規模自然災害の発生

(6)地域における関わりの多様化
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第２章 策定の背景

＜将来人口推計＞
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【今回の補正推計と前回推計の比較】
実績値
今回推計値
前回推計（2017年）

実績値← →推計値 →参考値

 平成29年7月に、「新実施計画
（後期）」の策定に併せ、人口
増加が継続する仮定で推計を
実施

⇒ 平成29年以降の区の人口は推
計値を下回って推移し、さらに転
入超過の減少など、コロナ禍によ
るトレンドの変化により推計値と
実績値の乖離が拡大

コロナ禍における人口動向を踏まえ、
令和3年7月に将来人口推計の
補正を実施
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【課題・展望】
 保育や介護など、今後の福祉サービスの需要の

見極めが必要
 生産年齢人口の維持や年少人口の増加を図

るなど、人口構成のバランスを重視した施策展
開により、持続可能で魅力ある世田谷を創出

【推計結果】
 令和4年に人口減となるも、その後は増加に転

じ、年0.4%程度の増加傾向が継続
 令和13年の区人口は948,302人に達すると

推計（令和3年比︓約28,000人増）
⇒ 中長期的な増加傾向が緩やかに



第２章 策定の背景

＜財政見通し＞
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区分
令和４年度 令和５年度

予算額 増減額 増減率 予算額 増減額 増減率

歳

入

特別区税 117,907 0 0.0% 117,907 0 0.0%

地方消費税交付金 19,913 0 0.0% 19,913 0 0.0%

特別区交付金 48,780 500 1.0% 49,380 600 1.2%

国庫･都支出金 82,218 △ 1,312 △1.6% 84,247 2,029 2.5%

繰入金 13,300 2,296 20.9% 16,010 2,710 20.4%

特別区債 9,720 △ 1,793 △15.6% 16,937 7,217 74.2%

その他 27,331 △ 512 △1.8% 28,062 731 2.7%

歳入合計 （A） 319,169 △ 820 △0.3% 332,456 13,287 4.2%

歳
出

人件費 59,007 △ 812 △1.4% 59,684 677 1.1%

行政運営費 228,511 △ 2,165 △0.9% 229,848 1,337 0.6%

扶助費 100,448 1,653 1.7% 101,631 1,183 1.2%

公債費 11,520 △ 649 △5.3% 11,073 △ 447 △3.9%

他会計繰出金 26,683 454 1.7% 27,233 550 2.1%

その他行政運営費 89,860 △ 3,623 △3.9% 89,910 51 0.1%

投資的経費 31,651 2,157 7.3% 42,924 11,273 35.6%

歳出合計 （B) 319,169 △ 820 △0.3% 332,456 13,287 4.2%

財政収支 C（A-B) 0 0

（単位︓百万円）

【今後の予定】
 今後、つながるプランの計画案の策定

に向けて、計画に位置づける施策の
具体的な取組みを精査し、今後2年
間（令和4年度～令和5年度）に
おける事業費を示す。

◆今後2年間の財政見通し（令和3年8月時点修正）

【財政見通し】
 令和3年2月に公表した今後5年間

の中期財政見通しについて、令和4
年度予算フレーム等を踏まえ、現時
点における歳入見込みや必要経費
等を反映し、今後の区の財政見通し
の修正を実施
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第２章 策定の背景

【新実施計画の振り返り】
 基本計画で掲げた目標に向けて、新実施計画に事業を位置づけて取組みを推進

（例︓保育待機児童の解消、保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」の開設）
 基本計画策定後に顕在化した課題に対しては、新実施計画を見直すことで対応

（例︓世田谷版ネウボラの推進、世田谷区児童相談所の開設）

◆次期基本計画の検討にあたって

◆マッチング、参加と協働による推進
 基本計画で掲げている「協働」や「連携」を土台に、「協創」や「共創」へ
 さらにその先も見据え、新たな世田谷を創造することでさらなる発展を目指す

＜次期基本計画の策定に向けて＞

◆具体的な政策や施策検討にあたっての視点

 「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
る社会」
例︓超高齢社会への対応、気候変動の緩和と適応、

災害に強いまちづくり

 「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
る社会」
例︓超高齢社会への対応、気候変動の緩和と適応、

災害に強いまちづくり

 「コロナ禍からの復興」
例︓緊急時対応、グリーンリカバリー

 「コロナ禍からの復興」
例︓緊急時対応、グリーンリカバリー

 「地域コミュニティ」
例︓地域行政の推進、居場所づくり

 「地域コミュニティ」
例︓地域行政の推進、居場所づくり

 「子育てしやすいまち」
例︓児童館、切れ目のない子育て支援、ICT活用

 「子育てしやすいまち」
例︓児童館、切れ目のない子育て支援、ICT活用

 「持続可能な循環型社会」
例︓カーボンニュートラル、グリーンインフラ、持続可能な地域経

済、多様性、SDGs

 「持続可能な循環型社会」
例︓カーボンニュートラル、グリーンインフラ、持続可能な地域経

済、多様性、SDGs

 「新たな自治体経営」
例︓DX、官民連携手法による公共施設、持続可能な行財

政運営

 「新たな自治体経営」
例︓DX、官民連携手法による公共施設、持続可能な行財

政運営

※その他、つながるプランにおける施策の状況や、コロナ後の社会状況等も踏まえて、総合的に検討
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第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み

<位置づける施策>
 新規条例の制定など、大きな動きがある施策
 次期基本計画でも重要な位置づけとなること

が想定され、今後2年間に重点的に取り組む
必要がある、組織横断的連携や区民・事業
者等との参加と協働により推進する施策

<位置づけない施策>
 分野別計画に位置づけられている施策

（左記の条件に該当する重要な取組みは除く）
 施設整備等のハード系事業
※ 新型コロナウイルス感染症対策の施策は、時

期を捉えて柔軟かつ機動的に対応する性質
であるため、本計画には位置づけない

◆４つの政策の柱に位置づける施策の考え方◆４つの政策の柱に位置づける施策の考え方

＜基本的な考え方＞

次期基本計画につなげていくために、４つの政策の柱を設け、施策を推進

6

政策の柱① 政策の柱② 政策の柱③ 政策の柱④

高齢者・障害者をは
じめすべての区民の
健康と生命を守る

区民・事業者の活
動を支え地域活性
化を図る

子ども若者の学びと
育ちの支援

コロナ後を見据えた
持続可能な社会の
実現

次期基本計画へ



第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み

区民・事業者の活動を支え
地域活性化を図る柱２

コロナ後を見据えた
持続可能な社会の実現

参加と協働により
経済、社会、環境の
側面から取り組み、
「誰一人取り残さない」
包摂的な社会の
実現を目指す

＜SDGsの推進＞

「政策の柱」ごとに、特に重点的に推進するSDGsのゴールを示す

7

高齢者・障害者をはじめ
すべての区民の健康と生命を守る

柱１

柱３ 柱４子ども若者の学びと育ちの支援



第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み

【施策体系】
 ４つの政策の柱に位置づける施策について、「政策の柱̶施策̶

事業」の体系に整理
 施策ごとに「目指す姿」「施策を構成する事業」「取組みの方向性」

「実現に向けた取組み（行動量）」「成果指標」を設定

政策の柱

施策

事業

（基本的考え方）

（政策実現のための方策）

（施策実現のための具体的取組み）

【指標設定】
 指標の設定にあたり、ロジックモデルを活用
 成果指標は、最終目標に近づくほど外的要

因によって左右されやすくなるため、計画期間
も考慮し、行動量の成果や影響が直接的に
生じる「直接的アウトカム」を成果指標として
設定することを原則とする。

※直接的アウトカム︓活動の結果として区民・事業者等の対象
に与える直接的な効果

行政サービ
ス・事業

活動による
結果

活動の結
果として対
象に生じる
直接的な
効果

最終目標
達成のた
めに、中期
的に達成
すべきもの

長期的に
達成を目
指す姿

行動量 成果指標

小 大
外的要因による影響

②活動
アウトプット

③直接的
アウトカム

④中間的
アウトカム①活動 ⑤最終的

アウトカム
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第３章 ４つの政策の柱に基づく取組み

高齢者・障害者をはじめすべての区民の健康と生命を守る
◆政策の柱①

区民・事業者の活動を支え地域活性化を図る
◆政策の柱②

No 施策名

施策１ 地域防災力の向上

施策２ 安全で災害に強いまちづくり

施策３ ひきこもり支援の推進

施策４ 「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」に基づく認知症
施策の総合的な推進

施策５ 障害者の地域生活の支援

施策６ 区民の健康の保持増進と健康危機管理体制の強化

施策７ 住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住支援の推進

No 施策名

施策８ 地域行政の推進

施策９ 高齢者の地域参加促進

施策10 持続可能な地域経済の基礎づくり

施策11 知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造

◆政策の柱③
子ども若者の学びと育ちの支援

No 施策名

施策12 支援を必要とする子どもと家庭のサポート

施策13 社会的養育の推進

施策14 ICT基盤を活用した新たな教育の推進

施策15 教育総合センターを拠点とした質の高い教育及び保育の推
進

◆政策の柱④
コロナ後を見据えた持続可能な社会の実現

No 施策名

施策16 多様性の尊重

施策17 気候変動の緩和と適応に対応する取組みの推進

施策18 循環型社会形成に向けた3Rの取組みの推進

施策19 魅力ある街づくり
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第４章 DXの推進

1）行政サービスのRe・Designに向けた取組み 2）参加と協働のRe・Designに向けた取組み

3）区役所のRe・Designに向けた取組み 4）Re・Designを支える人材の確保・育成

Re・Design SETAGAYAへのステップ（2年間の取組み）
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*EBPM︓Evidence-based Policy Making 事実（エビデンス）に基づく政策立案



第５章 行政経営改革の取組み
＜行政経営改革10の視点に基づく取組み＞

 自治の推進と独自性のある自治体経営の確立に向け、行政経営改革の3つの基本方針
と10の視点により、行政経営改革の取組みを着実に推進

 デジタル技術を活用する（検討を含む）取組み項目を明確化（ を付記）ＤＸ

視点 取組み名

１ 自治体改革の推進 (1)自治権拡充、都区制度改革、地方分権改革
(2)自治体間連携等の推進（総合戦略）

２ 自治の推進と情報公開、区民
参加の促進

(1)地域行政の推進【再掲】
(2)公文書の適正な管理・活用の推進
(3)情報公開・個人情報保護制度の見直し
(4)情報公開の推進
(5)広報機能の充実
(6)広聴機能の充実
(7)寄附文化の醸成とふるさと納税対策の推進

３ 世田谷区役所、職員の率先行動、
職場改革の推進

(1)勤務時間の適正管理及びワーク・ライフ・バランスの推進、ワークスタイル改革
(2)ＤＸ推進を支える情報化基盤の強化
(3)保育園入園事務における勤務時間の適正管理に向けた取組み
(4)保健所業務におけるペーパーレス化の実現に向けた取組み
(5)機能的な窓口の実現に向けた取組み
(6)災害対策本部機能の充実
(7)区役所全体のエネルギー使用量の削減

４ 執行体制の整備 (1)執行体制の整備と人材育成

【基本方針１】区民に信頼される行政経営改革の推進

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ
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第５章 行政経営改革の取組み

【基本方針２】持続可能で強固な財政基盤の確立

【基本方針３】資産等の有効活用による経営改善

視点 取組み名
５ 施策事業の必要性、有効性、優先度の

視点やプロセス評価による見直し
(1)行政評価の活用による事業の検証
(2)効果的な新公会計制度の運用

６ 民間活用や官民連携による
サービスの向上とコスト縮減

(1)官民連携の取組み
(2)魅力ある図書館運営・サービスの推進
(3)職員の給与・福利厚生事務の手法の見直し

７ 施策事業の効率化と質の向上

(1)時代にあった業務改善の取組み
(2)事業手法の見直しによる効率化
(3)補助金の見直し
(4)庁有車の統廃合
(5)区立保育園の今後のあり方（「区立保育園の今後のあり方」による取組み）

８ 区民負担等の適切な見直し (1)使用料・利用料の見直し

視点 取組み名
９ 公有財産等の有効活用 (1)公共施設跡地の民間への条件付貸付、売却

10 税外収入確保策の推進、債権
管理の適正化と収納率の向上

(1)区の刊行物・デジタルサイネージ等を活用した広告事業の推進
(2)ネーミングライツによる税外収入の確保
(3)区有地を活用した税外収入の確保
(4)公園を活用した税外収入の確保
(5)安全かつ効率的な公金運用
(6)債権管理重点プランに基づく取組み

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ

ＤＸ
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第５章 行政経営改革の取組み
＜外郭団体の見直し＞

外郭団体を取り巻く状況
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業運営や経営への影響
 NPO等の公共サービスの担い手増加、民間事業者による公共的役割の高まり、官民連携手法の多様化
 SDGsの推進、世田谷区におけるDXの推進

取組みの方向性
外郭団体を取り巻く状況の変化を踏まえ、外
郭団体改革基本方針における5つの改革の
取組み方針に基づき、区民サービスの向上と
より一層の効率的・効果的な経営体制の確
立を目指して11団体ごとに改革を進める

① 外郭団体のあり方に関する見直し
② 外郭団体への委託事業に関する見直し
③ 財政的視点・関与の見直し
④ 人的支援・関与の見直し
⑤ 中期経営目標の設定及び人事・給与制度の見直し

改革の取組み方針

＜公共施設等総合管理計画に基づく取組み＞

13

重点方針

重点方針１ 学校を中心とした複合化整備の推進

重点方針２ 効果的・効率的な公共施設整備の徹底

重点方針３ 既存施設の区民利用機会の更なる拡充

世田谷区公共施設等総合管理計画（令和3年9月一
部改訂（案））に基づき、持続可能な公共施設の維持
管理を実現に取り組む


