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長期計画に基づく体系 分野 政策 ～平成17年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27～

◎子どもと子育て家庭を地域で支える ＊次世代育成支援対策推進法

次世代育成支援行動計画（前期） 次世代育成支援行動計画（後期）
◎子どもが楽しく学ぶことができ、地域に開かれた学校教育を進める

区立学校適正配置第一次実施計画
区立学校適正配置第二次実施計画

区立小中学校における食育推進計画 ＊食育基本法

◎健康な暮らしを支える
健康づくり総合計画 健康づくり総合計画（～27年度）

＊健康増進法・食育基本法食育推進計画

◎地域で福祉を支える
地域福祉計画（20年度に見直し） 次期地域福祉計画（～26年度）　 ＊社会福祉法

福祉のまちづくり総合計画 福祉のまちづくりの推進に関する計画（23～27年度）
◎高齢者の生活と社会参加を支援する

高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画（第３期）

高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画（第４期）

高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画（第５期）

＊老人福祉法・介護保
険法

公的介護施設等整備計画
公的介護
施設等整
備計画

公的介護
施設等整
備計画

＊地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律

◎障害者が自立して生活できるよう支援する
障害者計画（18年度に見直し） 次期障害者計画（23～26年度） ＊障害者基本法

障害福祉計画（第一期） 障害福祉計画（第二期） 障害福祉計画（第三期） ＊障害者自立支援法

◎経済活動を活発にする
（前期） 商工業振興計画（後期） 次期商工業振興計画

農業振興計画　　　　 次期農業振興計画（～32年度）＊農業経営基盤強化促進法

観光事業プラン（2～3年の短期事業と3年以上の中長期事業から構成）
地域共存型アニメ産業集積活性化計画

◎文化芸術・生涯学習、スポーツ活動を活発にする
生涯学習支援プラン21（第2期） 生涯学習支援プラン２１（第3期） （仮称）生涯学習推進計画

子ども読書活動推進計画 子ども読書活動推進計画（第二次） ＊子どもの読書活動の推進に関する法律

スポーツ振興計画　（21～25年度） ＊スポーツ振興法

（仮称）文化芸術振興計画
◎安全で安心な区民生活を支える態勢を整える

国民保護計画　（適宜修正）　　　　　＊国民保護法

地域防災計画（適宜修正）　　　　　　＊災害対策基本法

◎平和と人権を尊重する
第２次男女共同参画計画 （仮称）第３次男女共同参画計画＊男女共同参画社会基本法

配偶者暴力防止および
被害者支援基本計画 ＊配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

◎みどり豊かなまちをつくる
みどりの基本計画　（平成20年度に改定）　　　　　　＊都市緑地法

みどり30推進計画
◎環境への負荷を低減し、持続可能な社会をつくる

環境基本計画2001-2010 環境基本計画2001-2010（改定）
水辺ふれあい計画2001-2010 水辺ふれあい計画2001-2010（改定）

環境学習推進計画 ＊環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律

地球温暖化対策地域推進計画　 ＊地球温暖化対策の推進に関する法律

一般廃棄物処理基本計画（平成32年度まで、5年毎更新）　　　＊廃棄物処理法

リサイクル推進計画
リサイクル推進計画

◎地域特性に合ったまちづくりを進める
都市計画マスタープラン（目標年次、概ね平成32年度）　　　　　＊都市計画法

（仮称）景観計画　　　　＊景観法

◎災害に強く生活しやすいまちをつくる
総合治水計画（平成23年度改定予定）

福祉のまちづくり総合計画 福祉のまちづくりの推進に関する計画（23～27年度）
　　　　　　　　　　　耐震改修促進計画　　　　　　　＊耐震改修促進法

◎良好な交通環境をつくる
都市交通マスタープラン（目標年次：概ね平成40年度）

交通安全計画（第8次） 交通安全計画（第9次）（～27年度）＊交通安全対策基本法

自転車利用総合計画（平成22年度に改定。目標年次、平成32年度まで）　　＊自転車法

◎安心して生活できる住まいづくりを進める
住宅マスタープラン（第2次） 住宅マスタープラン（第3次）（平成23年度～32年度）

　　　　　　　　　　　耐震改修促進計画　　　　　　　＊耐震改修促進法

◎持続可能な区政経営を行う
新行政改革プラン 行政改革推進プラン

行政改革を推進する計画
（計画期間未定）区立施設委託化

民営化実施計画
区立施設委託化民営化実施計画

（第2次）
区立施設改修改築計画

第二期区立施設改修改築計画
電子区役所推進計画 情報化基本計画 情報化基本計画

出張所のサービス向上と
事務の効率化実施計画

区政資料管理整備計画　

長期計画に基づく体系 分野 政策 ～平成17年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27～
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（平成22年4月1日現在）
＊は計画の根拠となる法律《参考資料》
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政策・施策 　 指　標 単位 16年度実績 20年度実績 22年度目標

11　地域の活動が活発なまちをつくる

111 地域活動を支援する
地域の活動に参加している区民の割合 ％ 43.6 42.5 45.0

NPO と行政との協働事業数 件（／年） ― 11 30

112
地域活動を支える
情報・機会・場の
提供を行う

地域施設利用者満足度 ％ ― 83.1 70.0

地域集会所の稼働率 ％ 42.0 45.7 45.0

地区区民館における共催事業数　※ 回 205 264 264

113 区民の文化芸術活動
を支援する

区民が自主的 ･ 主体的に関わる事業数 事業 ― 8 9

区内の大学などと区の協働事業数 事業 ― 8 4

114 国際交流を進める
交流会等参加者数 人（／年） 722 865 750

訪問団派遣人数と受入れ人数 人（／年） 126 118 140

12　経済活動が活発なまちをつくる

121 中小企業の経営を
支援する

卸売 ･ 小売 ･ 工業の年間販売額、出荷額 億円 11,620 11,818 12,933

区内の事業税額 百万円 7,226 2,792 7,275

122 中小企業の勤労者と
就労を支援する

区内中小事業所の従業員数 人 181,514 179,584
（18年） 209,384

ねりまファミリーパック事業者会員の福利厚生事
業の延べ利用者数 人（／年） 34,224 67,384 40,862

123 消費者の自立を
支援する

消費者講座の募集定員に占める参加者数の割合 ％ 78.0 65.7 90.0

消費者講座の参加者数    ※ 人 ― 823 889
消費生活相談で受け付けた相談のうち、クーリン
グ・オフによって解決した件数 件（／年） 328 149 180

消費生活相談で受け付けた相談の解決率　※ ％ ― 96.4 97.0

出張講座の回数 回 ― 10 18

出張講座の満足度 ％ ― 100.0 100.0

124 都市農業を支援する

農地面積における施設（温室・パイプハウス等）
栽培面積の割合 ％ 2.80 4.48 3.80

農薬・科学肥料の使用を抑制した農業を行う東京
都特別栽培農産物認証制度認証農家および東京都
エコファーマー認定農家の戸数（累計）

戸 20 43 50

125 快適な買い物環境を
整備する

区内商業の年間販売額 億円 10,175 10,925
（19年） 11,325

商店街におけるイベント事業の実施数　※ 事業 162 163 166

商店会加盟率の推移 ％ 23.8 24.1 25.9

126 まち歩き観光を
推進する

観光協会と区観光ホームページへのアクセス人数 人（／年） 32,324 91,792 97,000

練馬まつりおよび照姫まつり来場者の満足度 ％ 64.7 85.0 100.0

《参考資料》
練馬区新長期計画（平成18年度～ 22年度）　施策別成果指標　実績値一覧     
 

●この表は、練馬区新長期計画で定めた各施策に記載した成果指標について、平成20年度末現在の実績値を記
載したものです。      

●※印のついているものは、法改正や個別計画の改定などにより指標を変更または新たな視点から指標を追加
したものです。      
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政策・施策 　 指　標 単位 16年度実績 20年度実績 22年度目標

13　安心できるまちをつくる

131 犯罪等に対する
態勢を強化する

練馬区の暮らしやすさについて「防犯・防火・防災」
に関する区民の満足度 ％ 27.2 54.0 60.0 

区民1万人当たりの犯罪発生件数 件（／年） 197 134 140

区民1万人当たりの火災発生件数 件（／年） 4.1 3.3 3.0

132 自然災害に対する
態勢を強化する

活動実績のある避難拠点運営連絡会の数 校 82 98 103

緊急初動要員（区職員）の訓練等への参加者数 人 954 700 全要員

14　平和と人権を尊重するまちをつくる

141 平和を尊ぶ心を育む 平和推進事業への参加者数 人（／年） 1,209 1,222 1,486

142 人権の尊重と男女共
同参画を進める

区民の人権に対する意識の高さ ％ 45.3 65.9 60.0
性別によって社会での役割が決定されることを良
くないと考える区民および職員の割合 ％ 63.9 79.5

（職員） 70.0

職員の人権意識の高さ ％ 75.0 79.8 100.0 

15　納得と信頼の身近な行政を行う

151 便利で効率的な窓口
サービスを行う

自動交付機の時間外延べ稼働時間 時間（／年） － 39,116 36,800

出張所職員1人当たり届出事務処理件数 件／年 750 855 950

152 区税負担の公平性を
確保する

住民税期限内自主申告・報告件数対人口比指数
（平成12年度比） 指数 102.6 110.1 111.0

特別区税収納率 ％ 88.6 93.4 93.5

153
国民健康保険および
国民年金制度を適正
に運営する

国民健康保険料の収納率 ％ 72.5 76.5 76.0

レセプト内容点検効果率 ％ 0.29 0.41 0.35

国民年金の受給者率 ％ 99.7 99.6 100.0
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政策・施策 　 指　標 単位 16年度実績 20年度実績 22年度目標

21 地域で福祉を支える

211 地域の福祉活動を
支援する

地域福祉活動団体との協働事業数 件（／年） 8 61 80

地域福祉活動団体交流会の参加者数 人（／年） − 46 600

移動サービス団体の利用会員数 人 − 1,157 2,000

212 保健福祉の総合支援
体制を確立する

保健分野と福祉分野の共同研修開催回数 回（／年） 3 6 10

地域精神保健福祉関係者連絡会等の参加人数　※ 人 433 524 525

213 保健福祉サービスの
利用を支援する

地域福祉活動団体に関する情報提供数　 団体 − 78 88

成年後見に関する相談件数 件（／年） 313 589 750
保健福祉サービスに関する苦情調整機関の利用満足度

（4点満点） 点（／相談） 2.66 2.65 3.00

214 福祉のまちづくりの
考え方を広める

福祉のまちづくりの活動に参加した延べ人数 人（／年） 1,000 5,000 15,000
福祉のまちづくりニュース、普及啓発誌等の配布部
数　※　 部（／年） 2,000 11,500 12,000

22　健康に暮らせるまちをつくる

221 健康づくりを
支援する

生活習慣病基本健康診査受診率 ％ 74.6 30.5 77.0

乳幼児健康診査受診率　※ ％ 90.6 92.3 100.0
「健康づくり運動教室（4日制）」を受講し健康づくり
ための運動方法を習得し、継続的に実施できると回
答した人数の割合

％ 61.0 82.4 70.0

222 健康づくりの
条件整備を行う

外食や食品を購入する時に成分表示を参考にする人
の割合 ％ 69.0 77.0 80.0

区の施設における喫煙場所の受動喫煙防止措置率 ％ 1.0 84.8 100.0

223 健康に関する
危機管理を行う

食品の収去検査適合率 ％ 91.3 91.1 90.0
1類から3類の感染症感染者発生時の入院等勧告 ･
消毒措置率 ％ 100.0 100.0 100.0

災害時医療救護訓練および関連イベントへの参加者数 人 140 
（18年度） 294 増加

224 安全な衛生環境を
確保する

環境衛生の安全に関する区民の満足度 ％ 88.4 94.4 90.0

薬事衛生の安全に関する区民の満足度 ％ 75.0 69.7 90.0

食に関する区民の満足度 ％ 90.0 99.2 90.0

225 地域における
医療体制を確保する

休日急患診療所事業の1日当たり受診者数 人（／日） 28.8 29.0 30

休日夜間急患診療事業満足度 ％ 83.0 
（17年度）

76.0 
（19年度） 88.0

かかりつけ医の紹介等電話相談件数 件（／年） 2,763 2,523 3,800

23　子どもと子育て家庭を支援するまちをつくる

231 地域で子育てを
支える

子育てのひろばの整備箇所数 か所 2 10 14

ファミリーサポート事業の利用延べ件数 件（／年） 25,096 24,398 44,000

232 保育サービスを
充実する

保育園入園希望者受入率 ％ 97.2 96.9 100.0
次世代育成支援行動計画、「保育サービスの充実」
の計画事業進捗率 ％ − 84.6 100.0

233 子どもの放課後等の
居場所を確保する

児童館の定員数に対する1日当たりの来館者数の割合 ％ 74.5 84.1 100.0

学童クラブ入会希望者受入率 ％ 96.7 95.0 100.0

放課後児童等の広場事業実施施設数 所 3 18 15

234
特に援助が必要な子
どもと子育て家庭を
支援する

要保護児童対策地域協議会の設置数 組織 − 4 4

母子家庭自立支援給付金事業利用世帯数    ※ 世帯 − 14 −
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政策・施策 　 指　標 単位 16年度実績 20年度実績 22年度目標

24　高齢者が暮らしやすいまちをつくる

241 地域で高齢者を
支える

支援・見守りが必要な高齢者に関する相談数　※ 回 57,599 
（18年度） 98.061 増加

町会自治会・老人クラブ、介護事業者等のネットワー
ク協力数 数 791 1,054 増加

民生委員が高齢者に関する相談を受けた件数　※ 数 4,887 
（18年度） 4,869 増加

242 高齢者の多様な社会
参加を支援する

地域福祉パワーアップカレッジねりまの60歳以上の
卒業生のうち社会参加活動をしている方の割合 ％ − − 30.0

アクティブシニア支援室における就職件数　※ 件 171 199 190

243 特定（虚弱）高齢者の
自立を支援する

いきがいデイサービス事業に参加することによって外
出の機会が増えた人の割合 ％ 32.9 47.0 50.0

筋力向上トレーニングと転倒予防のための体力づく
り教室における達成度自己評価　※ ％ 90.9 100.0 90.0

特定高齢者がプランの作成を受けた割合　※ ％ − 4.7 
（19年度） 増加

244 要介護高齢者の
自立を支援する

要支援から要介護状態に移行しない人の割合 ％ − 1.86 10.0
要支援１・２の認定を受けた区民がケアプランの作
成を受けた割合　※ ％ 54.4 

（18年度） 56.1 増加

245 高齢者の生活基盤づ
くりを支援する 介護保険施設の整備率 ％ 1.82 1.66 2.02

25　障害者が自立して暮らせるまちをつくる

251 地域で障害者を
支える基盤をつくる

障害者の生活等相談件数 件（／年） 98,272 94,119 115,000

障害者の生活支援事業等参加者数 人（／年） 11,755 20,860 18,000

252 障害者が必要とする
サービスを提供する

支給決定時間に対するホームヘルプサービスの利用
時間の割合 ％ 73.6 84.5 80.0

ショートステイの利用者数 人（／年） 388 1,103 1,090

緊急一時保護の利用率 ％ 28.1 54.8 55.0

253 障害者の生活の場づ
くりを支援する

グループホームの定員数 人 77 185 220
日中活動支援（朝から夕方までの時間、障害者の方
が自分らしく、地域の中で自立して生活できるように、
様々なサービスの充実を図ることや利用を支援する
こと）の利用者数

人（／年） 578 1,153 1,739

254 障害者の就労・社会
参加を推進する

就労を希望する障害者の就職者数 人（／年） 18 82 80

障害者の職場定着率　※ ％ − 75.3 94.0

障害者雇用率　※ ％ − 1.2 1.8

255
障害の早期発見や早
期療育、自立訓練の
体制を整える

発達、発育に関する相談件数 件（／年） 785 1,250 1,300
当事者の手話、点字、パソコン教室および各種講習
会事業修了者数 人（／年） 41 47 60

26　生活の安定を図る

261 生活の安定のための
支援を行う

就労支援専門員等により就労支援した人数 人 193 412 増加

就労支援専門員等による就労支援により就労した人数 人 56 163 増加
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政策・施策 　 指　標 単位 16年度実績 20年度実績 22年度目標

31　地域に開かれた教育を進める

311 教育施策への区民の
参加を推進する

出前教育委員会（教育委員と児童生徒および保護者
との意見交換会）実施校数（累計） 校 12 31 41

教育委員会ホームページへのアクセス人数 人（／年） 301,203 713,707 730,000

312 地域とともに歩む
学校づくりを推進する

学校評議員設置園・校数 園 ･ 校 76 108 104

学校応援団構成員数 人 87 2,131 3,115

学校安全安心ボランティア活動率 ％ 67.9 75.3 90.0

32　楽しく学ぶことができる学校教育を進める

321 幼稚園教育を
充実する

幼稚園への就園率 ％ 64.0 64.1 65.0

区立・私立幼稚園保護者負担額の差額　※ 千円 118 92 減少

区立幼稚園の在園児数 人 684 577 752

322 小中学校の教育内容
を充実する

授業の充実感（授業が「わかる」と感じる割合） ％

小学校 
85.9

中学校 
58.9

小学校 
82.3 

中学校 
68.3

100.0

不登校児童・生徒の出現率 ％ 小学校0.37 
中学校3.13

小学校0.39 
中学校2.74

小学校0.18 
中学校1.56

特別支援学級の設置学校数 校 15 18 21

323 教育環境を整備する

小中学校校舎、体育館の耐震性能を確保した校数 校 20 35 80

学校緑化や新エネルギー装置等を整備した学校数 校 81 92 増加

自校調理校の数 校 81 92 103

33　次代を担う青少年を育てる

331 青少年の自主的な
活動を支援する

企画・運営のスタッフとして青少年が参加している子
ども会事業の割合 ％ 49.0 50.6 100.0

民間遊び場、公有地・民有地一時開放遊び場数 か所 50 44 50

秩父青少年キャンプ場利用者数　※ 棟数 80 103 168

332 家庭・学校・地域の
連携を支援する

青少年育成地区委員会事業に参加した青少年の延べ
人数 人（／年） 77,227 80,505 85,000

練馬区内の少年非行補導件数 人（／年） 617 393 500

34　ともに学びあえる生涯学習を進める

341 生涯学習活動を
支援する

生涯学習施設の利用件数 件（/ 年） 23,369 25,827 24,500 

生涯学習活動に参加した区民の人数 人（／年） 212,900 223,359 223,500 

342 読書活動を推進する

区立図書館の区民1人当たりの蔵書冊数 冊 2.04 2.10 2.25

利用登録率 ％ 37.5 31.2 40.0

図書館利用に満足している区民の割合 ％ − 79.6 100.0

343 スポーツ活動を
支援する

定期的（週1回以上）運動・スポーツを実施している
成人の割合 ％ 31.6 48.9

（19年度） 50.0

区立スポーツ施設の年間利用者数 万人（／年） 172 174 215

総合型地域スポーツクラブ（ＳＳＣ）の会員数 人 913 2,846 7,000 

344 文化財と伝統文化を
保存・活用・継承する

区の伝統文化や文化財への関心度 人（／年） 10,937 22,956 103,400

保護、周知される文化財数（累計） 件 164 183 212
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政策・施策 　 指　標 単位 16年度実績 20年度実績 22年度目標

41　みどり豊かなまちをつくる

411 ふるさとのみどりを
守る

市民緑地（憩いの森、街かどの森）の整備箇所数（累計） か所 52 58 72

保護樹林の指定面積（累計）※ ha 20.7 22.0 23.5

保護樹木の指定本数（累計）※ 本 1,370 1,435 1,510

412 未来を築くみどりを
つくる

区民1人当たりの都市公園面積　※ ㎡ 2.75 2.75 2.79

公共施設における屋上緑化（面積） ㎡ 76 841 6,211

屋上緑化助成面積　※ ㎡ / 年 − 262.3 300.0

413 みどりを愛し育む
活動を広げる

みどりの普及啓発事業への参加者数（累計） 人（／年） 49,100 52,096 50,600 

みどりのボランティア活動団体数（累計） 団体 27 50 40

練馬みどりの葉っぴい基金積立額（累計） 千円 7,666 329,031 430,000 

42　環境にやさしいまちをつくる

421 足元からの行動を
広げる

電気使用に伴う区民1人当たり年間二酸化炭素排出量 ㎏ 1,362 1,342
（推計値） 982 

エコライフチェック参加者数 人（／年） 1,586 28,872 30,000 
ホームページ「ねりまのかんきょう」の年間アクセス
人数 人（／年） 94,903 206,277 181,300 

422 公害問題を解決する

二酸化窒素および浮遊粒子状物質が環境基準に適
合している測定箇所数 か所 10 12 13

有害化学物質使用事業所の適正管理指導のための
立入検査実施率 ％ − 190.0 100.0

都市・生活型公害苦情の区民による自主解決率 ％ − 31.7 50.0

423 まちづくりで環境に
配慮する

まちづくり環境配慮制度創設の進捗率 ％ 7.5 80.0 100.0

環境影響評価手続における区民周知の実施度合 ％ 100.0 100.0 100.0
開発行為等における緑化基準に対する緑化実施の
割合 ％ 129.1 123.1 100.0

424 まちの美化を進める

美化活動団体（環境美化推進地区および環境美化
活動団体）の登録世帯数（累計） 世帯 83,995 107,808 150,000

歩行喫煙率 ％ 2.0 0.9 前年度以下

ボランティア駅前周辺清掃結成駅数（累計） か所 0 14 20

425 率先して区の取り組
みを進める

区の事業活動における温室効果ガス（二酸化炭素換
算）排出量 ｔ 37,696 42,173 37,591

庁有車に占める八都県市指定低公害車の割合　※ ％ 59.6 78.2 80.0
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政策・施策 　 指　標 単位 16年度実績 20年度実績 22年度目標

43　循環型社会をつくる

431 ごみの発生を抑制する

区民1人が1日当たりに排出するごみの量 ｇ 669 582 570

区の資源回収事業への協力率　※ ％ 17.5 21.6 増加

小学校4年生における環境学習受講率　※ 校 / 年 69 69 69

432 リサイクルを進める

区の清掃リサイクル事業における資源化率 ％ 17.8 23.2 25.0

集団回収による回収量 ｔ 8,416 9,405 増加

区民１日１人当たりの資源回収量　※ ｇ 141.8 160.1 220.0

433 ごみの適正処理を
進める

可燃ごみ中の資源化可能物の混入率 ％ 28.0 26.3 20.0

不燃ごみ中の資源化可能物の混入率 ％ 28.4 29.0 20.0

ごみ出しのルールが守られていない集積所の数 か所 643 433 400
ごみの1トン当たりの収集運搬経費（19 年度から分
別方法を変更） 円 22,616 53,992 52,900

44　地域特性に合ったまちづくりを進める

441 区民・事業者ととも
にまちづくりを進める

まちづくりセンターの利用件数 件 − 4,371 2,400
練馬区まちづくり条例における開発調整の手続が順
調に進められた件数の割合 ％ − 95.8 30.0

中高層建築物等の建築において紛争がおきた件数の
うち解決が図れた件数の割合 ％ 99.0 80.2 90.0

442 土地利用を計画的に
誘導する

地区まちづくり計画に基づき用途地域等を変更した
地区（累計） か所 − 1 5

「敷地面積の最低限度」「高さの最高限度」を設定
する地区（累計） ha − 6,712 −

443 調和のとれた都市景
観を形成する

景観法を生かした実効性のあるルールづくり（区全域
の景観方針、景観計画、景観条例の策定）（累計） ％ − 40 策定

景観法を生かした実効性のあるルールづくり（各地区
の特性に合った景観計画の策定）（累計） 地区 − − 1

45　生活しやすいまちをつくる

451 良好な市街地を
形成する

計画的な都市基盤の整備面積（累計） ㎡ 40,535 66,272 50,000

まちづくり計画に適合する建築物の届出件数の割合 ％ 3.56 4.13 増加

まちづくり計画を策定した地区の面積（累計） ｈａ 200.6 220.5 増加

452 まちの拠点機能を
向上させる

整備した歩行者空間の長さ（累計） ｍ 5,097 6,970 13,000

自転車駐車場整備目標台数を達成した駅の数（累計） 駅 9 10 22
拠点のうち、 計画的なまちづくりを進めている駅数

（累計） 駅 8 10 11

453 災害に強い都市を
つくる

防災上有効な道路の整備距離（累計） ｍ 76,685 86,050 84,000

密集住宅市街地整備促進事業の達成面積（累計） ㎡ 9,937 20,370 40,000

避難路沿道の建築物の耐火化促進数（累計） 棟 31 68 72

454 利用しやすい都市を
つくる

福祉のまちづくり適合表示板の発行件数（累計） 件 97 118 217

バリアフリー化された区立施設数（累計） 件 18 28 増加
鉄道駅バリアフリー事業の補助等によりバリアフ
リー化が完了した駅数（累計） 駅 3 4 5
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政策・施策 　 指　標 単位 16年度実績 20年度実績 22年度目標

46　良好な交通環境をつくる

461 公共交通を充実する
区が関与して運行しているバスの1便当たりの乗降
客数 人 14 18 17

区全体のボトルネック踏切解消の達成数（累計） ％ 0 0 8.0

462 主要な道路を整備する

都市計画道路・生活幹線道路の整備率（累計） ％ 36.4 38.0 40.9

区道歩道延長距離（累計） ㎞ 120.9 121.9 127.3

事業化路線区間数（累計） 区間 8 11 15

463 道路の利用環境を
整備する

区道歩道延長距離（累計） ㎞ 120.9 121.9 127.3

駅周辺に放置された自転車等の割合（放置率） ％ 17.9 9.1 8.9

47　安心して生活できる住まいづくりを進める

471 公共賃貸住宅を適切
に管理・運用する

区営住宅の空き家募集数 戸 10 23 12

都営住宅の区への移管数 戸 0 0 0

使用料の収納率 ％ 99.1 97.6 99.0

472 良質な住まいづくり
を支援する

耐震診断件数 件 1 102 100
分譲マンション管理無料相談会と未来塾（マンショ
ンセミナー）の開催数 回 9 26 16

473
高齢者等が安心して
暮らせる住まいづくり
を支援する

バリアフリー化された区営住宅戸数 戸 0 2 増加

高齢者集合住宅の増設（累計） 戸 140 140 158

区営住宅単身者向け住宅数（累計） 戸 0 4 14
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政策・施策 　 指　標 単位 16年度実績 20年度実績 22年度目標

51　区民本位の効率的で質の高い行政を行う

511
参加と連携による
開かれた行政を
進める

区政情報が容易に入手できると感じる区民の割合 ％ 29.1 42.0 60.0
構成員に3割以上の公募区民枠を設定している
附属機関等の割合 ％ 55.6 70.0 100.0

区民の声の件数 件 3,143 2,156 5,600

512 持続可能な
行政運営を行う

目標が達成された施策の率 ％ − 66.7 100.0
区民1人当たりの区債残高 千円 163 96 112
職員数 人 5,537 5,077 4,933
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練馬区長期計画（平成22年度～ 26年度）策定の経過
年月日 内容

平成19年4月1日 ○新練馬区基本構想策定方針決定
平成30年代初頭を目標年次とした新基本構想を策定するとともに、新基本構想
とあわせて長期計画の検討を進め、新基本構想策定後できるだけ速やかに次期長
期計画を策定する方針を決定する。

平成21年5月28日
　

○長期計画策定方針決定
新基本構想を策定する平成21年度を目途に、平成22年度～ 26年度を計画期間
とする長期計画を策定する方針を決定する。

平成21年7月17日 ○新基本構想（素案）決定

平成21年7月28日 ○長期計画（素案）決定

平成21年8月1日 ○ねりま区報「新基本構想（素案 )・長期計画（素案）特集号」発行

平成21年8月1日～
10月19日

　　　　

○新基本構想 ( 素案 ) とあわせて区民意見反映制度（パブリックコメント）実施（8
月1日～ 9月7日）

○新基本構想（素案 )・長期計画（素案）をテーマに区民と区長のつどいを開催（9
月1日・3日・5日・7日）

○各種団体への説明会を開催（練馬区町会連合会支部会、NPO 交流会、産業関係
団体説明会、教育委員会関係団体説明会、障害者関係団体説明会、老人クラブ連
合会理事会）（8月11日～ 10月19日）

○区政モニター懇談会を開催（9月12日）
○「長期計画の各施策に設定する成果指標の妥当性について」行政評価委員会から

答申（9月16日）
　平成21年6月16日に設置された行政評価委員会の諮問事項の一つとして、施策

の成果を測る指標（モノサシ）について、代表性・わかりやすさ・目標値の妥当
性の視点から、答申を受けた。

平成21年12月11日 ○練馬区基本構想策定

平成22年2月9日 ○長期計画（案）決定

平成22年3月12日　 ○長期計画策定




