
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
だい

５次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 概要
がいよう

 

Ⅰ 第

だい

５次

じ

障 害 者

しょうがいしゃ

基本

きほん

計画

けいかく

とは 

【位置付
い ち づ

 け】政府
せ い ふ

 が講
こ う

 ずる障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

 の最
もっと

 も基本的
き ほ ん て き

 な計画
けいかく

 （障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

 11条
じょう

 に基
も と

 づき策定
さ く て い

 。また障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

 アクセシビリティ・コミュニケーション施策
し さ く

推進法
すいしんほう

第
だい

 ９条
じょう

第
だい

 １項
こ う

の規定
き て い

に基
も と

づき、同法
ど う ほ う

の規定
き て い

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ策定
さ く て い

。） 
【計画

けいかく
期間
き か ん

】令和
れ い わ

５(2023)年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

９(2027)年度
ね ん ど

までの５年間
ねんかん

 
【検討

けんとう
経緯
け い い

 】障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
い い ん か い

 （障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

等
と う

 で構成
こうせい

 される内閣府
な い か く ふ

 の法定審
ほうていしん

議会
ぎ か い

 ）での１年
ねん

以上
い じ ょ う

 にわたる審議
し ん ぎ

 を経
へ

 て、令和
れ い わ

 ４年
ね ん

 12月
がつ

 に取
と

 りまとめられ障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
い い ん か い

 の
意見
い け ん

に即
そ く

して、政府
せ い ふ

で基本
き ほ ん

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

 
 
Ⅱ 総論

そうろん

の主
おも

な内容
ないよう

 

１．基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 
〇共生

きょうせい
社会
しゃかい

 の実現
じつげん

 に向
む

 け、障害者
しょうがいしゃ

 が、 自
みずか

 らの決定
けってい

 に基
も と

 づき社会
しゃかい

 のあらゆる活動
かつどう

 に
参加
さ ん か

 し、その能力
のうりょく

 を最大限
さいだいげん

発揮
は っ き

 して自己
じ こ

実現
じつげん

 できるよう支援
し え ん

 するとともに、障害者
しょうがいしゃ

 の
社会
しゃかい

参加
さ ん か

を制約
せいやく

する社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を除去
じ ょ き ょ

するため、施策
し さ く

の基本的
き ほ ん て き

な方向
ほうこう

を定
さだ

める。 
２．基本

き ほ ん
原則
げんそく

 
〇地域

ち い き
社会
しゃかい

における共生
きょうせい

等
と う

、差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

、国際的
こくさいてき

協調
きょうちょう

 
３．社会

しゃかい
情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

 
〇2020年

ねん
東京
とうきょう

オリンピック・パラリンピックのレガシー継承
けいしょう

 
〇新型

しんがた
コロナウイルス感染症

かんせんしょう
拡大
かくだい

とその対応
たいおう

 
〇持続

じ ぞ く
可能
か の う

で多様性
た よ う せ い

と包摂性
ほうせつせい

のある社会
しゃかい

の実現
じつげん

（ＳＤＧｓの視点
し て ん

） 

４．各分野
か く ぶ ん や

に共
きょう

通
つう

する横断的
おうだんてき

視点
し て ん

 
〇条約

じょうやく
の理念

り ね ん
の尊重

そんちょう
及
およ

び整合性
せいごうせい

の確保
か く ほ

 
〇共生

きょうせい
社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

する取組
と り く み

の推進
すいしん

 
〇当事者本

と う じ し ゃ ほ ん
位
い

の総合的
そうごうてき

かつ分野
ぶ ん や

横断的
おうだんてき

な支援
し え ん

 
〇障害

しょうがい
特性
と く せ い

等
と う

に配慮
はいりょ

したきめ細
こま

かい支援
し え ん

 
〇障害

しょうがい
のある女性

じょせい
、こども及

およ
び高齢者

こうれいしゃ
に配慮

はいりょ
した取組

と り く み
の推進

すいしん
 

〇ＰＤＣＡサイクル等
と う

を通
つう

じた実効性
じっこうせい

のある取組
と り く み

の推進
すいしん

 
５．施策

し さ く
の円滑

えんかつ
な推進

すいしん
 

〇連携
れんけい

・協力
きょうりょく

の確保
か く ほ

、理解
り か い

促進
そ く し ん

・広報
こうほう

啓発
けいはつ

に係
かか

る取組
と り く み

等
と う

の推進
すいしん

 

 Ⅲ 各論

かくろん

の主

おも

な内容

ないよう

（11 の分野

ぶ ん や

） 

１．差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 
２．安全

あんぜん
・安心

あんしん
な生活

せいかつ
環境
かんきょう

の整備
せ い び

 
３．情報

じょうほう
アクセシビリティの向上

こうじょう
及
およ

び意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 
４．防災

ぼうさい
、防犯

ぼ う は ん
等
と う

の推進
すいしん

 

９．雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 
10．文化

ぶ ん か
芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ等
と う

の振興
しんこう

 
11．国際

こくさい
社会
しゃかい

での協力
きょうりょく

・連携
れんけい

の推進
す い し ん

 
 

５．行政
ぎょうせい

等
と う

における配慮
はいりょ

の充実
じゅうじつ

 
６．保健

ほ け ん
・医療

いりょう
の推進

すいしん
 

７．自立
じ り つ

した生活
せいかつ

の支援
し え ん

・意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 
８．教育

きょういく
の振興

しんこう
 

・本基本
ほ ん き ほ ん

計画
け い か く

は、障害者
しょうがいしゃ

を必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を受
う
けながら自ら

み ず か
の決定

け っ て い
に基

も と
づき社会

し ゃ か い
のあらゆる活動

か つ ど う
に参加

さ ん か
する主体

し ゅ た い
として捉

と ら
えた上

う え
で、施策

し さ く
を総合的

そ う ご う て き
・計画的

け い か く て き
に推進

す い し ん
することで、条約

じょうやく
が目指

め ざ
す社会

し ゃ か い
の実現

じ つ げ ん
につなげる。加

く わ
えて、障害者

しょうがいしゃ
への偏見

へ ん け ん
や

差別
さ べ つ

の払拭
ふっしょく

、「障害
しょうがい

の社会
し ゃ か い

モデル」等
と う

障害者
しょうがいしゃ

の人権
じ ん け ん

の確保
か く ほ

の上
う え

で基本
き ほ ん

となる考
かんが

え方
か た

等
と う

への理解
り か い

促進
そ く し ん

に取
と
り組

く
み、多様性

た よ う せ い
と包摂性

ほ う せ つ せ い
のある社会

し ゃ か い
の実現

じ つ げ ん
を目指

め ざ
すことが重要

じゅうよう
であり、政府

せ い ふ
において各分野

か く ぶ ん や
の施策

し さ く
を実施

じ っ し
する。 

・令和
れ い わ

４年
ねん

９月
が つ

に、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

委員会
い い ん か い

の見解
け ん か い

及
お よ

び勧告
か ん こ く

を含
ふ く

めた総括
そ う か つ

所見
し ょ け ん

が採択
さ い た く

・公表
こうひょう

され多岐
た き

にわたる事項
じ こ う

に関
か ん

し見解
け ん か い

等
と う

が示
し め

されたことを受
う
け、各府省

か く ふ し ょ う
において、本基本

ほ ん き ほ ん
計画
け い か く

に盛
も

り込
こ

まれていない事項
じ こ う

も含め
ふ く

、勧告
か ん こ く

等
と う

を踏
ふ

まえた適切
て き せ つ

な

検討
け ん と う

や対応
た い お う

が求
も と

められる。 

・世界
せ か い

に誇
ほ こ

れる共生
きょうせい

社会
し ゃ か い

の実現
じ つ げ ん

を目指
め ざ

して、政府
せ い ふ

全体
ぜ ん た い

で不断
ふ だ ん

に取組
と り く み

を進
すす

めていく。 

  Ⅳ おわりに（今後
こ ん ご

に向けて） 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

第
だ い

５次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
け い か く

 概要
が い よ う

 

 Ⅳ 各論
かくろん

の主
おも

な内容
ないよう

 

○社会
しゃかい

のあらゆる場面
ば め ん

における障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

 

・家族
かぞく

に対
たい
する相談

そうだん
支援
しえ ん

や障害
しょうがい

福祉
ふく し

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう
における虐待

ぎゃくたい
防止
ぼう し

委員会
いいんかい

の設置
せっち

等
など
、虐待

ぎゃくたい
の

早期
そうき

発見
はっけん

や防止
ぼうし

に向
む
けた取組

とりくみ
 

・障害
しょうがい

福祉
ふく し

サービスの提供
ていきょう

に当
あ
たり、利用者

りようしゃ
の意思

い し
に反

はん
した異性

いせい
介助
かいじょ

が行
おこな
われることがないよ

う、取組
とりくみ

を推進
すいしん

 

・改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

解消法
かいしょうほう

の円滑
えんかつ

な施行
せこう

に向
む
けた取組

とりくみ
等
とう
の推進

すいしん
 

１．差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

○移動
い ど う

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

、まちづくりの総合的
そうごうてき

な推進
すいしん

 

・公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きか ん

や多数
たすう

の者
もの
が利用

りよう
する建築物

けんちくぶつ
のバリアフリー化

か
 

・接遇
せつぐう

ガイドライン等
とう
の普及

ふきゅう
・啓発

けいはつ
等
とう
の「心

こころ
のバリアフリー」の推進

すいしん
 

・歩道
ほどう

が設置
せっち

されていない道路
どうろ

や踏切
ふみきり

道
どう
の在

あ
り方

かた
について検討

けんとう
、信号機

しんごうき
等
とう
の整備

せいび
 

・国立
こくりつ

公園
こうえん

等
とう
の主要

しゅよう
な利用

りよう
施設
しせ つ

のバリアフリー化
か
や情報

じょうほう
提供
ていきょう

等
とう
の推進

すいしん
 

 

２．安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

○障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

通信
つうしん

･放送
ほうそう

･出版
しゅっぱん

の普及
ふきゅう

、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の人材
じんざい

育成
いくせい

やサービスの利用
り よ う

促進
そくしん

 

・情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニケーション施策
しさく

推進法
すいしんほう

に基
もと
づく施策

しさく
の充実

じゅうじつ
 

・公共
こうきょう

インフラとしての電話
でんわ

リレーサービス提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

・手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や点
てん
訳者
やくしゃ

等
とう
の育成

いくせい
、確保

かくほ
、派遣

はけん
 

３．情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

及
およ

び意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

○災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ
における障害

しょうがい
特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した支援
し え ん

 

・福祉
ふくし

避難所
ひなんじょ

、車
くるま
いす利用者

りようしゃ
も使

つか
える仮設

かせつ
住宅
じゅうたく

の確保
かくほ

 

・福祉
ふくし

・防災
ぼうさい

の関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

した個別
こべつ

避難
ひな ん

計画
けいかく

等
とう
の策定

さくてい
、実効性

じっこうせい
の確保

かくほ
 

・障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した事故
じ こ

や災害
さいがい

時
じ
の情報

じょうほう
伝達
でんたつ

体制
たいせい

の整備
せいび

 

４．防災
ぼうさい

、防犯
ぼうはん

等
とう

の推進
すいしん

 

〇司法
し ほ う

手続
てつづき

や選挙
せんきょ

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

等
とう

 

・司法
しほう

手続
てつづき

(民事
みんじ

・刑事
けいじ

）における意思
い し

疎通
そつ う

手段
しゅだん

の確保
かくほ

  

・障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう
じた選挙

せんきょ
等
など
に関

かん
する情報

じょうほう
提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

、投票
とうひょう

機会
きか い

の確保
かくほ

 

・国家
こっか

資格
しか く

試験
しけ ん

の実施
じっし

等
とう
に当

あ
たり障害

しょうがい
特性
とくせい

に応
おう
じた合理的

ごうりてき
配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

 

５．行政
ぎょうせい

等
とう

における配慮
はいりょ

の充実
じゅうじつ

 

○精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の早期
そ う き

退院
たいいん

と地域
ち い き

移行
い こ う

、社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

の解消
かいしょう

 

・切
き
れ目

め
のない退院後

たいいんご
の精神

せいしん
障害者
しょうがいしゃ

への支援
しえん

 

・精神科
せいしんか

病院
びょういん

に入 院 中
にゅういんちゅう

の患者
かんじゃ

の権利
けんり

擁護
よう ご

等
とう
のため、病院

びょういん
を訪問

ほうもん
して行

おこな
う相談

そうだん
支援
しえ ん

の仕組
し く

みの
構築
こうちく

 

・精神科
せいしんか

病院
びょういん

における非自発的
ひじは つ て き

入院
にゅういん

のあり方
かた
及
およ
び身体

しんたい
拘束
こうそく

等
とう
に関

かん
する課題

かだい
の整理

せいり
を進

すす
め、必要

ひつよう
な

見直
みなお

しについて検討
けんとう

 

６．保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

 

○意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

、地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

・在宅
ざいたく

サービス等
とう
の充実

じゅうじつ
 

・ヤングケアラーを含
ふく
む家族

かぞく
支援
しえ ん

、サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
かくほ

 

・障害
しょうがい

のあるこどもに対
たい
する支援

しえん
の充実

じゅうじつ
 

７．自立
じ り つ

した生活
せいりつ

の支援
し え ん

・意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 ○インクルーシブ教育
きょういく

システムの推進
すいしん

・教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

・自校通級
じこうつうきゅう

、巡回通級
じゅんかいつうきゅう

の充実
じゅうじつ

をはじめとする通級
つうきゅう

による指導
しどう

の一層
いっそう

の普及
ふきゅう

 

・教 職 員
きょうしょくいん

の障害
しょうがい

に対
たい
する理解

りかい
や特別

とくべつ
支援
しえ ん

教育
きょういく

に係
かか
る専門性

せんもんせい
を深

ふか
める取組

とりくみ
の推進

すいしん
 

・病気
びょうき

療養児
りょうようじ

への ICTを活用
かつよう

した学習
がくしゅう

機会
きか い

の確保
かくほ

の促進
そくしん

 

８．教育
きょういく

の振興
しんこう

 

○総合的
そうごうてき

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

 ・地域
ちいき

の関係
かんけい

機関
きか ん

が連携
れんけい

した雇用前
こようまえ

･後
ご
の一貫

いっかん
した支援

しえん
、就 業

しゅうぎょう
･生活
せいかつ

両面
りょうめん

の一体的
いったいてき

支援
しえ ん

 

 ・雇用
こよう

・就 業
しゅうぎょう

施策
しさ く

と福祉
ふくし

施策
しさ く

の組合
くみあわ

せの下
もと
、年金

ねんきん
や諸手当

しょてあて
の支給

しきゅう
、税制

ぜいせい
優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

、各種
かくしゅ

支援
しえ ん

制度
せい ど

の運用
うんよう

 
・農業

のうぎょう
分野
ぶん や

での障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
しえ ん

（農
のう
福
ふく
連携
れんけい

）の推進
すいしん

 
 

９．雇用
こ よ う

・就業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

○障害者
しょうがいしゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

への参加
さ ん か

、スポーツに親
した
しめる環境

かんきょう
の整備

せ い び
 

・障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

における文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の環境
かんきょう

づくり 

・日本
にほん

国際
こくさい

博覧会
はくらんかい

（大阪
おおさか

・関西
かんさい

万博
ばんぱく

）の施設
しせつ

整備
せい び

、文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

の発信
はっしん

などの環境
かんきょう

づくり 

・障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか
わらずスポーツを行

おこな
うことのできる環境

かんきょう
づくり 

１０．文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ等
とう

の振興
しんこう

 

○文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

・スポーツを含
ふく
む障害者

しょうがいしゃ
の国際

こくさい
交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

・障害者
しょうがいしゃ

分野
ぶん や

における国際
こくさい

協 力
きょうりょく

への積極的
せっきょくてき

な取組
とりくみ

 

・障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

など日本
にほん

の多様
たよう

な魅力
みりょく

を発信
はっしん

 

１１．国際
こくさい

社会
しゃかい

での協力
きょうりょく

・連携
れんけい

の推進
すいしん

 



 
 
 
 
 
 
 

第
だ い

５次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
け い か く

 主
お も

な成果
せ い か

目標
もくひょう

 

＜差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

＞ 

指標
し ひ ょ う

 現状値
げ ん じ ょ う ち

（直
ちょっ

近値
き ん ち

） 目標値
も く ひ ょ う ち

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の地域協
ち い き き ょ う

議
ぎ

会
か い

の組織率
そ し き り つ

 

55.9％（一般
い っ ぱ ん

市町村
し ち ょ う そ ん

） 

（2021年
ねん

4月
が つ

） 
80％以上

い じ ょ う
（同左

ど う さ
） 

（2027年度
ね ん ど

） 

 
＜安全

あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

＞ 

指標
し ひ ょ う

 現状値
げ ん じ ょ う ち

（直
ちょっ

近値
き ん ち

） 目標値
も く ひ ょ う ち

 

一定
い っ て い

の旅客
りょ きゃく

施設
し せ つ

のバリアフリー
化率
か り つ

（注
ちゅう

１） 

94.5％（段差
だ ん さ

解消
かいしょう

） 

（2020年度
ね ん ど

） 

原則
げ ん そ く

100％（同左
ど う さ

） 

（2025年度
ね ん ど

） 

ノンステップバスの導入率
ど う に ゅ う り つ

（注
ちゅう

２） 

63.8％ 

（2020年度
ね ん ど

） 
約
や く

80％ 

（2025年度
ね ん ど

） 
福祉
ふ く し

タクシーの導入
どうにゅう

台数
だ い す う

 41,464台
だ い

 

（2020年度
ね ん ど

） 
約
や く

90,000台
だ い

 

（2025年度
ね ん ど

） 
音響
おんきょう

信号機
し ん ご う き

及
お よ

びエスコートゾーン
の設置率

せ っ ち り つ
（注

ちゅう
３） 

50.8％ 

（2021年度
ね ん ど

） 

原則
げ ん そ く

100％ 

（2025年度
ね ん ど

） 

(注
ちゅう

1)鉄
てつ
軌道
きど う

駅
えき
及
およ
びバスターミナルについては、平均

へいきん
利用者数
りようしゃすう

が 3,000人
にん

/日
ひ
以上
いじょう

の施設
しせつ

及
およ
び  

  2,000人
にん

/日
ひ
以上
いじょう

3,000人
にん

/日
ひ
未満
みまん

で重点
じゅうてん

整備地
せ い び ち

区内
くな い

の生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
しせ つ

に位置付
い ち づ

けられた施設
しせつ

、 

  旅客
りょかく

船
せん
ターミナル及

およ
び航

こう
空
くう
旅客
りょかく

ターミナルについては、平均
へいきん

利用者数
りようしゃすう

が 2,000人
にん

/日
ひ
以上
いじょう

の 

  施設
しせつ

を対象
たいしょう

。なお、鉄
てつ
軌道
きど う

駅
えき
の現状値

げんじょうち
については、平成

へいせい
30年

ねん
３月

がつ
に改

かい
正
せい
された公共

こうきょう
交通
こうつう

移
い

  

  動
どう
等
とう
円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

の改正前
かいせいまえ

の基準
きじゅん

をもって適合率
てきごうりつ

を算定
さんてい

 

(注
ちゅう

2)公共
こうきょう

交通
こうつう

移動
いど う

等
とう
円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

の適用
てきよう

除外
じょがい

の認定
にんてい

を受
う
けた車両

しゃりょう
は母数

ぼすう
から除外

じょがい
 

(注
ちゅう

3)視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

の移動上
いどうじょう

の安全性
あんぜんせい

を確保
かくほ

することが特
とく
に必要

ひつよう
と認

みと
められる部分

ぶぶん
が対象

たいしょう
 

 
＜情報

じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

及
およ

び意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

＞ 

指標
し ひ ょ う

 現状値
げ ん じ ょ う ち

（直
ちょっ

近値
き ん ち

） 目標値
も く ひ ょ う ち

 

ＩＣＴサポートセンターを設置
せ っ ち

して
いる都道府県数

と ど う ふ け ん す う
 

３１都道府県
と ど う ふ け ん

 

（2022年度
ね ん ど

） 
全都道府県
ぜ ん と ど う ふ け ん

 

（2024年度
ね ん ど

） 
電話
で ん わ

リレーサービスの普及
ふ き ゅ う

状況
じょうきょう

（利用
り よ う

登録者数
と う ろ く し ゃ す う

） 

1万
ま ん

1,275人
に ん

 

（2022年
ねん

末
ま つ

） 

前年度比増
ぜ ん ね ん ど ひ ぞ う

 

（2027年度
ね ん ど

） 

 

＜保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

＞ 

指標
し ひ ょ う

 現状値
げ ん じ ょ う ち

（直
ちょっ

近値
き ん ち

） 目標値
も く ひ ょ う ち

 

精神
せ い し ん

病床
びょうしょう

での 1年
ねん

以上
い じ ょ う

の長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

患者数
か ん じ ゃ す う

 
約
や く

17.1万人
ま ん に ん

 

（2020年度
ね ん ど

） 
13.8万人

ま ん に ん
 

（2026年度
ね ん ど

） 
都道府県
と ど う ふ け ん

の難病
なんびょう

診療
しんりょう

 

連携
れ ん け い

拠点
き ょ て ん

病院
びょういん

の設置率
せ っ ち り つ  

93％ 

（2021年度
ね ん ど

） 

 

100％ 

（2027年度
ね ん ど

） 

 ＜教育
きょういく

の振興
しんこう

＞ 

指標 現状値（直近値） 目標値 

個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
け い か く

等
と う

の作成
さ く せ い

を必要
ひ つ よ う

とする児童
じ ど う

等
な ど

のうち、実際
じ っ さ い

に個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
け い か く

等
と う

が作成
さ く せ い

されている
児童
じ ど う

等
な ど

の割合
わ り あ い

 

90.9％（指導
し ど う

計画
け い か く

） 

84.8％（教育
きょういく

支援
し え ん

計画
け い か く

） 

（2018年度
ね ん ど

） 

おおむね 100％ 

（2027年度
ね ん ど

） 

公立
こ う り つ

小中学校
しょうちゅうがっこう

等
と う

施設
し せ つ

におけるス
ロープ等

と う
による段差

だ ん さ
解消
かいしょう

の割合
わ り あ い

 

78.5％（門
も ん

から建物
た て も の

まで） 

57.3％（昇降
しょうこう

口
ぐ ち

・玄関
げ ん か ん

等
な ど

から
教室
きょうしつ

等
と う

まで） 

（2020年度
ね ん ど

） 

全
す べ

ての学校
が っ こ う

に整備
せ い び

 

（2025年度
ね ん ど

） 

 
＜雇用

こ よ う

・就業
しゅうぎょう

・経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

＞ 

指標
しひょう

 現状値
げ ん じ ょ う ち

（直
ちょっ

近値
き ん ち

） 目標値
も く ひ ょ う ち

 

障害者
しょうがいしゃ

の 雇用率
こ よ う り つ

達成
た っ せ い

企業
き ぎ ょ う

の
割合
わ り あ い

 
47％ 

（2021年
ねん

6月
が つ

） 

56％ 

（2027年度
ね ん ど

） 
障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
と う

の 

物品
ぶ っ ぴ ん

等
と う

優先
ゆ う せ ん

購入
こうにゅう

実績
じ っ せ き

 
199億円

お く え ん
 

（2020年度
ね ん ど

） 
前年度比増
ぜ ん ね ん ど ひ ぞ う

 

（2027年度
ね ん ど

） 
 
＜文化

ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ等
とう

の振興
しんこう

＞ 

指標
し ひ ょ う

 現状値
げ ん じ ょ う ち

（直
ちょっ

近値
き ん ち

） 目標値
も く ひ ょ う ち

 

障害者
しょうがいしゃ

の週
しゅう

１回
か い

以上
い じ ょ う

のスポーツ
実施率
じ っ し り つ

 

３１％ (成人
せ い じ ん

) 
４１.８％ (若年層

じゃくねんそう
※7～19

歳
さ い

)（2021年度
ね ん ど

） 

４０%程度
て い ど

（成人
せ い じ ん

） 

５０%程度
て い ど

（若年層
じゃくねんそう

） 

(2026年度
ね ん ど

) 

 


