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地域
ちいき

社 会
しゃかい

でともに支えあう
ささ  あう

しくみづくりのために 

精華町
せいかちょう

では、平成
へいせい

14年度
ねんど

に、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づき、

障 害
しょうがい

のある方
かた

の自立
じりつ

及び
お よ

社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

等
など

、本 町
ほんちょう

の

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の基本
きほん

となる「精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

」を、

平成
へいせい

20 年度
ねんど

には、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基づき
も と づ き

、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

の必要
ひつよう

なサービス見込量
みこみりょう

とその確保
かくほ

策
さく

等
など

を定
さだ

めた「精華町
せいかちょう

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

平成
へいせい

21 年度
ねんど

～23 年度
ねんど

（第２期
だ い  き

）」を策定
さくてい

し、障害者
しょうがいしゃ

施策
せさく

を推進
すいしん

してまいりま

した。 

この間
かん

、障 害
しょうがい

のある方
かた

を取
と

り巻
ま

く環 境
かんきょう

はめまぐるしく変化
へんか

しており、サービスの提 供
ていきょう

や

障 害
しょうがい

理解
りかい

の推進
すいしん

にかかる市町村
しちょうそん

の役割
やくわり

や責任
せきにん

がますます増大
ぞうだい

しています。 

そこで、今回
こんかい

の計画
けいかく

は「すべての障害者
しょうがいしゃ

が、必要
ひつよう

な支援
しえん

を受け
う

、社会
しゃかい

参加
さんか

し、地域
ちいき

で、安定
あんてい

し、充 実
じゅうじつ

した自立
じりつ

生活
せいかつ

ができるまちづくり」を目指
め ざ

すとともに、計画
けいかく

を推進
すいしん

するうえで必要
ひつよう

となる福祉
ふくし

サービスの確保
かくほ

に関し
か ん

、数値
すうち

目 標
もくひょう

や提 供
ていきょう

方法
ほうほう

などについても、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

として併
あわ

せて策定
さくてい

しました。 

計画
けいかく

策定
さくてい

にあたりましては、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の皆様
みなさま

や学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

関係
かんけい

機関
きかん

の

代表者
だいひょうしゃ

の方
かた

をはじめとし、公募
こうぼ

住 民
じゅうみん

や特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

関係者
かんけいしゃ

、地域
ちいき

や商 工
しょうこう

関係
かんけい

の代表者
だいひょうしゃ

の方
かた

など、幅広
はばひろ

い委員
いいん

の方々
かたがた

にご協 力
きょうりょく

をいただき、検討
けんとう

や審議
しんぎ

を重
かさ

ねていただきましたこ

とに対
たい

しまして、感謝
かんしゃ

の念
ねん

でいっぱいでございます。   

また、本年
ほんねん

１０月
がつ

には、「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

・障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対する
た い

支援
し え ん

等
とう

に関する
か ん

法律
ほうりつ

」

も施行
せ こ う

されます。こうした障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く施策
せ さ く

動向
どうこう

などにも柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

し、本町
ほんちょう

の現状
げんじょう

を十分
じゅうぶん

に踏
ふ

まえた計画
けいかく

となったものと自負
じ ふ

しているところです。今後
こ ん ご

は、本計画
ほんけいかく

の実現
じつげん

に

向け
む  

、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で障害
しょうがい

のある方
かた

の理解
り か い

を深め
ふ か

、障害
しょうがい

のある方
かた

を支援
し え ん

するしくみづくりや社会
しゃかい

参加
さ ん か

できる環境
かんきょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

していく所存
しょぞん

です。 

結び
む す  

に、本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

に参画
さんかく

していただきました策定
さくてい

委員
い い ん

の皆様
みなさま

、並
なら

びにパブリックコメン

トにご意見
い け ん

をお寄せ
よ  

くださいました方々
かたがた

に心
こころ

からお礼
れい

を申
もう

し上
あ

げますとともに、住民
じゅうみん

の

皆様
みなさま

には「地域
ち い き

社会
しゃかい

でともに支えあう
ささ      

しくみづくり」の実現
じつげん

に一層
いっそう

のご理解
り か い

とご協 力
きょうりょく

を

お願い
 ね が  

申し上
も う  あ

げます。 

平成
へいせい

２４年
ねん

３月
がつ

        精華
せ い か

町 長
ちょうちょう

 き     む ら      かな

め 
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１ 計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

〔１〕計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

 

国
くに

では、平成
へいせい

21年
ねん

（2009年
ねん

）12月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

(仮称
かしょう

)」の締結
ていけつ

に向
む

けた国
こく

内
ない

法
ほう

の整備
せ い び

を始
はじ

めとする障害者
しょうがいしゃ

に係
かか

る制度
せ い ど

の集 中 的
しゅうちゅうてき

な改革
かいかく

を 行
おこな

う

ため「障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

」を設置
せ っ ち

し、同本部
どうほんぶ

の下
もと

で「障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

」を開催
かいさい

し障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

に向
む

けた検討
けんとう

が 行
おこな

われています。平成
へいせい

22年
ねん

（2010年
ねん

）６月
がつ

には「障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

の推進
すいしん

のための基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

（第一次
だいいちじ

意見
い け ん

）」

が、また平成
へいせい

22年
ねん

（2010年
ねん

）12月
がつ

には「障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

の推進
すいしん

のための第二次
だ い に じ

意見
い け ん

」

が 障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

に提出
ていしゅつ

され、第一次
だいいちじ

意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、「障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

の推進
すいしん

のための基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

」が閣議
か く ぎ

決定
けってい

されました。この閣議
か く ぎ

決定
けってい

では、

「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」に替
か

わる「（仮称
かしょう

）障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」について平成
へいせい

25年
ねん

（2013年
ねん

）８月
がつ

までの実施
じ っ し

をめざすこととしています。 

また、平成
へいせい

23年
ねん

（2011年
ねん

）６月
がつ

17日
にち

に「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に

対
たい

する支援
し え ん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

、平成
へいせい

24年
ねん

（2012年
ねん

）10月
がつ

施行
せ こ う

）

が可決
か け つ

成立
せいりつ

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

行為
こ う い

を禁止
き ん し

するとともに、虐待
ぎゃくたい

行為
こ う い

を見
み

つ

けた場合
ば あ い

には通報
つうほう

を義務
ぎ む

づけ、その通報先
つうほうさき

として、「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター」

の設置
せ っ ち

を求
もと

めています。 

その後
ご

、平成
へいせい

23年
ねん

（2011年
ねん

）８月
がつ

には、「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」

が一部
い ち ぶ

を除
のぞ

いて施行
せ こ う

され、全
すべ

ての国民
こくみん

が障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、基本的
きほんてき

人権
じんけん

が

尊重
そんちょう

され、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

すること、

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

などが明文化
めいぶんか

されています。 

 

〔２〕本 町
ほんちょう

の計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

本町
ほんちょう

では、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえ、平成
へいせい

14年度
ね ん ど

に平成
へいせい

23年度
ね ん ど

までを

計画
けいかく

期間
き か ん

とする「精華
せ い か

町
ちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、「完全
かんぜん

参加
さ ん か

と平等
びょうどう

」、「エン

パワメント」、「ノーマライゼーション」、「リハビリテーション」の理念
り ね ん

の下
もと

、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

を推進
すいしん

しています。 

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

による総合的
そうごうてき

な障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

を推進
すいしん

する一方
いっぽう

で、国
くに

においては、

平成
へいせい

18年
ねん

に「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」が導入
どうにゅう

され、この法律
ほうりつ

を踏
ふ

まえ、本町
ほんちょう

では平成
へいせい

19年
ねん

３月
がつ

に「精華
せ い か

町
ちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

改訂版
かいていばん

）・精華
せ い か

第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の基本的
きほんてき

考
かんが

え方
かた
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町
ちょう

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

：平成
へいせい

18～20年度
ね ん ど

）」を、平成
へいせい

21年
ねん

３月
がつ

に「第
だい

２期
き

精華
せ い か

町
ちょう

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（平成
へいせい

21～23年度
ね ん ど

）」を策定
さくてい

しました。 

これまで両計画
りょうけいかく

の推進
すいしん

を通
とお

して、障害
しょうがい

のある人
ひと

、障害
しょうがい

のある子
こ

どもが自立
じ り つ

し

た日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

においては、

総合的
そうごうてき

な理念
り ね ん

と方向性
ほうこうせい

を明確
めいかく

にし、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

においては、必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サ

ービスや相談
そうだん

支援
し え ん

等
など

の数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

し、計画的
けいかくてき

なサービスの提供
ていきょう

のための基盤
き ば ん

整備
せ い び

に努
つと

めています。 

国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

が流動的
りゅうどうてき

な状 況
じょうきょう

の中
なか

、本町
ほんちょう

の障害
しょうがい

のある人
ひと

ができるだ

け住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で住
す

み続
つづ

けられるよう、また、いきいきと自分
じ ぶ ん

らしく地域
ち い き

生活
せいかつ

を

送
おく

ることができるよう、引
ひ

き続
つづ

き、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス及
およ

び相談
そうだん

支援
し え ん

、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を提供
ていきょう

するための体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

することが必要
ひつよう

です。 

このため、新
あら

たな「精華
せ い か

町
ちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を見直
み な お

すとともに「第
だい

３期
き

精華
せ い か

町
ちょう

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（平成
へいせい

24～26年度
ね ん ど

）」では、国
くに

の制度
せ い ど

改革
かいかく

の動向
どうこう

を注視
ちゅうし

しながら、第
だい

１期
き

及
およ

び第
だい

２期
き

計画
けいかく

での成果
せ い か

や課題
か だ い

を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

を

一層
いっそう

充実
じゅうじつ

するため、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

における数値
す う ち

目標
もくひょう

及
およ

び障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス見込
み こ

み

量
りょう

を改
あらた

めて設定
せってい

し策定
さくてい

するものです。 

なお、今後
こ ん ご

予定
よ て い

されている「（仮称
かしょう

）障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」の制定
せいてい

など、本計画
ほんけいかく

の

根拠
こんきょ

となる関係法
かんけいほう

の動向
どうこう

に合
あ

わせ見直
み な お

しを実施
じ っ し

する一方
いっぽう

、先般
せんぱん

改正
かいせい

・施行
せ こ う

された

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」の考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえ引
ひ

き続
つづ

き障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する施策
せ さ く

を推進
すいしん

します。 

 

 

２ 計画
けいかく

の位置
い ち

づけ及
およ

び性格
せいかく

 

〔１〕計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 

精華
せ い か

町
ちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

を推進
すいしん

するための基本
き ほ ん

理念
り ね ん

、基本
き ほ ん

方向
ほうこう

を

定
さだ

めることにより、その方
ほう

向性
こうせい

と内容
ないよう

を明
あき

らかにし、今後
こ ん ご

の障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進
すいしん

のた

めの指針
し し ん

（基本
き ほ ん

計画
けいかく

）となるものです。本計画
ほんけいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づき策定
さくてい

さ

れた、国
くに

の｢障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

｣及び京都府
きょうとふ

の「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 後期
こ う き

重点
じゅうてん

計画
けいかく

」

（平成
へいせい

22～26年度
ね ん ど

）と整合
せいごう

を図
はか

ることとします。 

精華
せ い か

町
ちょう

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

を上位
じょうい

計画
けいかく

とし、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を実現
じつげん

す

るための具体的
ぐたいてき

な実施
じ っ し

計画
けいかく

と位置
い ち

づけられます。 

また、両計画
りょうけいかく

は、本町
ほんちょう

のまちづくりの 上
じょう

位
い

計画
けいかく

である「精華
せ い か

町
ちょう

第
だい

４次
じ

総合
そうごう

計画
けいかく

」の部門
ぶ も ん

別
べつ

計画
けいかく

として、障害
しょうがい

のある人
ひと

の総合的
そうごうてき

な施策
せ さ く

について目標
もくひょう

を

掲
かか

げることにより、計画
けいかく

の推進
すいしん

を図
はか

るものです。 
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〔２〕計画
けいかく

の性格
せいかく

 

精華
せ い か

町
ちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

は、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

第３項
だい  こう

に定
さだ

める市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

であり、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

第
だい

88条
じょう

第
だい

１項
こう

に定
さだ

める

法定
ほうてい

計画
けいかく

です。 

精華
せ い か

町
ちょう

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、「精華
せ い か

町
ちょう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」「精華
せ い か

町
ちょう

高齢者
こうれいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・第
だい

５期
き

介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」など、その他
た

関連
かんれん

計画
けいかく

との整合性
せいごうせい

を図
はか

り作成
さくせい

して

います。 

【計画
けいかく

の位置
い ち

づけ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【「精華
せ い か

町
ちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」と「精華
せ い か

町
ちょう

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」との関係
かんけい

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精華
せ い か

町
ちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計
けい

画
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

第
だい

３項
こう

）に基
もと

づく、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

に関
かん

する基本的
きほ んてき

な事項
じ こ う

を定
さだ

め

る基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

○多分野
た ぶ ん や

にわたる計画
けいかく

（広報
こうほう

啓発
けいはつ

、相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

サービス、教育
きょういく

、

雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

、スポーツ・レクリエーション・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

、バリアフリー・福祉
ふ く し

のまち

づくり、防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

対策
たいさく

 など） 

 

精華
せ い か

町
ちょう

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

○障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえ んほう

（第
だい

88条
じょう

）に基
もと

づく、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
など

の確保
か く ほ

に関
かん

する

実施
じ っ し

計画
けいかく

 

○各年度
かくねんど

における障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス・相談
そうだん

支援
しえん

の種類
しゅるい

ごとの必要量
ひつようりょう

の見込
み こ

み、

及
およ

び確保
かくほ

の方策
ほうさく

、地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の実施
じっし

に関
かん

する事項
じ こ う

等
など

を定
さだ

める計画
けいかく

 

 

精華
せ い か

町
ちょう

第
だい

４次
じ

総合
そうごう

計画
けいかく

 

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

高齢者
こうれいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

健康
けんこう

増進
ぞうしん

計画
けいかく

等
など
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３ 計画
けいかく

の期間
き か ん

 

精華
せ い か

町
ちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の計画
けいかく

期間
き か ん

は、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

からおおむね10年間
ねんかん

とし、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
など

関連
かんれん

計画
けいかく

の改訂
かいてい

に合
あ

わせて、必要
ひつよう

に応
おう

じて見直
み な お

しを行
おこな

うものとし

ます。 

また、第
だい

３期
き

精華
せ い か

町
ちょう

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の計画
けいかく

期間
き か ん

は、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

から平成
へいせい

26年度
ね ん ど

ま

でとし、国
くに

及
およ

び京都府
きょうとふ

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づき、「各年度
かくねんど

における指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービ

ス又
また

は指定
し て い

相談
そうだん

支援
し え ん

の種類
しゅるい

ごとの必要
ひつよう

な量
りょう

の見込
み こ

み及
およ

び確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

」「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の種類
しゅるい

ごとの実施
じ っ し

に関
かん

する事項
じ こ う

」などに関
かん

し、数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

し、

目標
もくひょう

達成
たっせい

に向
む

け計画的
けいかくてき

にサービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

を図
はか

るものとします。 

 

４ 計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 

計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたり、下記
か き

に掲
かか

げる方法
ほうほう

等
など

により、障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、町民
ちょうみん

の参画
さんかく

を求
もと

め、幅広
はばひろ

い意見
い け ん

の聴取
ちょうしゅ

に努
つと

めま

す。 

 

〔１〕障害者
しょうがいしゃ

の現 状
げんじょう

を把握
は あ く

するための実態
じったい

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

  障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

や一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の促進
そくしん

などに向
む

け、障害
しょうがい

のある人
ひと

のニーズを

把握
は あ く

するとともに、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスなどの計画的
けいかくてき

な基盤
き ば ん

整備
せ い び

を進
すす

めるため、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

を行
おこな

い、計画
けいかく

策定
さくてい

の基礎
き そ

資料
しりょう

としました。 

 

〔２〕精華
せ い か

町
ちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

の開催
かいさい

 

  本計画
ほんけいかく

策定
さくてい

にあたっては、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

やその家族
か ぞ く

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、

住民
じゅうみん

の参画
さんかく

を求
もと

め、精華
せ い か

町
ちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

を開催
かいさい

し、幅
はば

広
ひろ

い意見
い け ん

の

反映
はんえい

に努
つと

めてきました。 

 

〔３〕精華
せ い か

町
ちょう

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の開催
かいさい

 

  地域
ち い き

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

（全体会
ぜんたいかい

及
およ

び各部会
かくぶかい

）は、計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

組織
そ し き

として位
い

置
ち

づ

けられ、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

、住民
じゅうみん

参加
さ ん か

部会
ぶ か い

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

部会
ぶ か い

、発達
はったつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

の各部会
かくぶかい

から、地域
ち い き

や当事者
とうじしゃ

の現状
げんじょう

に対
たい

してより具体的
ぐたいてき

な課題
か だ い

把握
は あ く

・

協議
きょうぎ

・検討
けんとう

を進
すす

め、計画
けいかく

策定
さくてい

に反映
はんえい

しました。 
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〔４〕住 民
じゅうみん

意見
い け ん

の聴 取
ちょうしゅ

と計画
けいかく

の反映
はんえい

 

計画
けいかく

策定
さくてい

において、住民
じゅうみん

ニーズを十分
じゅうぶん

に踏
ふ

まえながら多様
た よ う

な意見
い け ん

を反映
はんえい

させる

ため、上記
じょうき

〔１〕の町民
ちょうみん

等
など

に対
たい

する調査
ちょうさ

に加
くわ

え、当事者
とうじしゃ

・関係
かんけい

団体
だんたい

等
など

のヒアリン

グや計画
けいかく

に対
たい

するパブリックコメントを実施
じ っ し

しました。 
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「誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしく

暮
く

らせる福祉
ふ く し

のまち 精華
せ い か

町
ちょう

」 

 

 

１ 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

本計画
ほんけいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

は、「精華
せ い か

町
ちょう

らしい障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

『完全
かんぜん

参加
さ ん か

と

平等
びょうどう

』」、「障害者
しょうがいしゃ

の活動
かつどう

の活性化
かっせいか

とまちづくりへの参加
さ ん か

『エンパワメント』」、「ノ

ーマライゼーションへの挑戦
ちょうせん

『生活
せいかつ

環境
かんきょう

におけるバリアフリー』」、「周辺
しゅうへん

市町村
しちょうそん

との連携
れんけい

による生活
せいかつ

や自立
じ り つ

の支援
し え ん

『リハビリテーション』」というものです。 

本
ほん

計画
けいかく

は、引
ひ

き続
つづ

き、上記
じょうき

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

のもとに推進
すいしん

するものとします。 
 

 

 

 
 

２ 基本的
きほんてき

視点
し て ん

 

  基本
き ほ ん

理念
り ね ん

のもと、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

等
など

関連法
かんれんほう

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、

次
つぎ

の基本的
きほんてき

な視点
し て ん

に立
た

って計画
けいかく

を推進
すいしん

します。 
 

  〔１〕 障害者
しょうがいしゃ

の自己
じ こ

決定
けってい

と自己
じ こ

選択
せんたく

の尊重
そんちょう

 

障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

、程度
て い ど

に関
かか

わりなく、障害
しょうがい

のある人
ひと

自
みずか

らがサービスを選択
せんたく

し、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら、障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の実現
じつげん

を図
はか

る

ことができるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

を引
ひ

き続
つづ

き推進
すいしん

します。 
 

   〔２〕 バランスのとれた障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

    障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

により、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスは、身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、

精神
せいしん

障害
しょうがい

と障害
しょうがい

種別
しゅべつ

ごとに分
わ

かれていた制度
せ い ど

を一元化
いちげんか

し、共通
きょうつう

のサービ

スが提供
ていきょう

される仕組
し く

みに統一
とういつ

されました。今後
こ ん ご

、障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

や地域
ち い き

など

により提供
ていきょう

されるサービスに格差
か く さ

が生
しょう

じないよう、障害者
しょうがいしゃ

のニーズを踏
ふ

まえバランスのとれたサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
 

   〔３〕 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
など

の課題
か だ い

に対応
たいおう

したサービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

 

    障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

支援
し え ん

の観点
かんてん

から、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

といった課題
か だ い

に対応
たいおう

したサービス提供
ていきょう

基盤
き ば ん

の充実
じゅうじつ

に一層
いっそう

取
と

り組
く

むとともに、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

えるシステムを実現
じつげん

するため、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

にお

けるサービス拠点
きょてん

づくり、ＮＰＯ等
など

によるインフォーマルな支援
し え ん

の

提供
ていきょう

など、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を最大限
さいだいげん

に活用
かつよう

した基盤
き ば ん

整備
せ い び

を引
ひ

き続
つづ

き

推進
すいしん

します。 

第
だい

２章
しょう

 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん
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３ 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

〔１〕ともに育
そだ

ち、ともに学
まな

ぶために 

障害者
しょうがいしゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で生
い

きがいを持
も

って暮
く

らしていくためには、自立
じ り つ

と

社会
しゃかい

参加
さ ん か

に必要
ひつよう

な力
ちから

を培
つちか

うための教育
きょういく

が重要
じゅうよう

です。障害
しょうがい

のある子
こ

どもへのき

め細
こま

やかで適切
てきせつ

な支援
し え ん

のために、乳幼児期
にゅうようじき

から学校
がっこう

卒業
そつぎょう

まで一貫
いっかん

した教育
きょういく

や

療育
りょういく

を行
おこな

い、教育的
きょういくてき

支援
し え ん

を推進
すいしん

します。 

 

① 障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

 

② 保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

③ 発達
はったつ

障害
しょうがい

などの理解
り か い

と支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

④ 放課後
ほ う か ご

活動
かつどう

等
など

の充実
じゅうじつ

 

⑤ 自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

のための支援
し え ん

 

 

〔２〕生
い

きがいを持
も

って働
はたら

くために 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で暮
く

らしていく要素
よ う そ

の一つ
ひ と つ

として、就労
しゅうろう

は非常
ひじょう

に大切
たいせつ

です。

障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

については、個人
こ じ ん

の進
しん

路
ろ

先
さき

の選択
せんたく

、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への参加
さ ん か

を進
すす

めていくため、企業
きぎょう

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
など

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

一方
いっぽう

で、就 職
しゅうしょく

した後
あと

の支援
し え ん

や退職後
たいしょくご

の再訓練
さいくんれん

など、障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりの状 況
じょうきょう

に合
あ

わせた、多様
た よ う

な支援
し え ん

が行
おこな

えるよう体制
たいせい

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

 

① 働
はたら

く場
ば

の確保
か く ほ

 

② 関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

と多様
た よ う

な就労
しゅうろう

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

 

③ 生
い

きがいづくりの促進
そくしん

 

 

〔３〕すこやかなくらしのために 

障害者
しょうがいしゃ

の保健
ほ け ん

医療
いりょう

施策
せ さ く

では、早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

を行
おこな

うことが特
とく

に重要
じゅうよう

です。

障害
しょうがい

のある人
ひと

の高齢化
こうれいか

が進
すす

んでおり、高齢化
こうれいか

に 伴
ともな

う様々
さまざま

な疾病
しっぺい

等
など

への対応
たいおう

も

充実
じゅうじつ

させる必要
ひつよう

があります。 

また、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

やそのサービス利用
り よ う

との調整
ちょうせい

や連携
れんけい

も必要
ひつよう

です。 

そのため、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

サービス・医療
いりょう

・医学的
いがくてき

リハビ

リテーション等
など

を充実
じゅうじつ

させ、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービスの適切
てきせつ

な提供
ていきょう

に努
つと

めます。また、

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

を図
はか

るためにも相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

① 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービスの充実
じゅうじつ

 

② 生涯
しょうがい

にわたる障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

と早期
そ う き

対応
たいおう
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〔４〕自立
じ り つ

した生活
せいかつ

をおくるために 

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えるためには、生活
せいかつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

、福祉
ふ く し

サービスの

量的
りょうてき

・質的
しつてき

な充実
じゅうじつ

を図
はか

っていくことが必要
ひつよう

です。相談
そうだん

支援
し え ん

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

など、本町
ほんちょう

では地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

を図
はか

ります。さらに、各種
かくしゅ

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの基盤
き ば ん

整備
せ い び

・充実
じゅうじつ

に努
つと

め、障害
しょうがい

のある人
ひと

の多様
た よ う

なニーズに対応
たいおう

します。また、福祉
ふ く し

活動
かつどう

への支援
し え ん

やボランティアの育成
いくせい

にも力
ちから

を入
い

れていきます。 

さらに、情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

や障害者
しょうがいしゃ

の生
い

きがいづくりを支援
し え ん

し、地域
ち い き

生活
せいかつ

の

実現
じつげん

に向
む

けた体制
たいせい

の確立
かくりつ

に努
つと

めます。 

 

① 総合的
そうごうてき

な生活
せいかつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

② 外出
がいしゅつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

③ 通所
つうしょ

サービス事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

 

④ 公正
こうせい

適正
てきせい

なサービス提供
ていきょう

の確保
か く ほ

 

⑤ 支援
し え ん

の担
にな

い手
て

の確保
か く ほ

 

⑥ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の推進
すいしん

 

⑦ 障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

とボランティアの自己
じ こ

実現
じつげん

支援
し え ん

 

⑧ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の基盤
き ば ん

づくりと情報
じょうほう

保障
ほしょう

の充実
じゅうじつ

 

 

〔５〕安全
あんぜん

で快適
かいてき

なくらしのために 

安心
あんしん

・安全
あんぜん

かつ生活
せいかつ

に支障
ししょう

のない環境
かんきょう

を整備
せ い び

することは、障害者
しょうがいしゃ

だけでなく、

すべての住民
じゅうみん

にとっても大切
たいせつ

なことです。そのため、ユニバーサルデザインの考
かんが

え方
かた

のもとに福祉
ふ く し

のまちづくりを進
すす

め、安心
あんしん

・安全
あんぜん

な環境
かんきょう

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

また、近年
きんねん

、大規模
だ い き ぼ

な自然
し ぜ ん

災害
さいがい

による被害
ひ が い

が後
あと

を絶
た

ちません。地域
ち い き

住民
じゅうみん

をはじ

め様々
さまざま

な機関
き か ん

・団体
だんたい

と協働
きょうどう

し、防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

ネットワークの確立
かくりつ

に努
つと

めるとともに、

災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

への情報
じょうほう

伝達
でんたつ

・避難
ひ な ん

システムの積極的
せっきょくてき

な活用
かつよう

を推進
すいしん

します。 

 

① 社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支
ささ

える福祉
ふ く し

のまちづくりの推進
すいしん

 

② 生活
せいかつ

の場
ば

の確保
か く ほ

 

③ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん
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〔６〕共 感
きょうかん

しあえる地域
ち い き

づくりのために 

障害者
しょうがいしゃ

の「完全
かんぜん

参加
さ ん か

と平等
びょうどう

」を実現
じつげん

するためには、ノーマライゼーションの理念
り ね ん

に基
もと

づき、住民
じゅうみん

がお互
たが

いを尊重
そんちょう

しあい、差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

のない地域
ち い き

社会
しゃかい

を築
きず

いていく

ことが重要
じゅうよう

です。 

このような社会
しゃかい

を築
きず

いていくためには、行政
ぎょうせい

だけでなく、企業
きぎょう

、ＮＰＯ等
など

を含
ふく

む

すべての社会
しゃかい

構成員
こうせいいん

が価値
か ち

観
かん

を共有
きょうゆう

し、それぞれの役割
やくわり

と責任
せきにん

を自覚
じ か く

して主体的
しゅたいてき

に取
と

り組
く

むことが重要
じゅうよう

であり、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの理解
り か い

と協 力
きょうりょく

をいかにして促進
そくしん

させていくかが 最
もっと

も大切
たいせつ

なこととなります。そのためにはまず、人格
じんかく

や個性
こ せ い

を

尊重
そんちょう

し合
あ

う共生
きょうせい

社会
しゃかい

の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

を図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

に関する
かん

住民
じゅうみん

理解
りかい

を促進
そくしん

する

ための啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

 

① 福祉
ふ く し

交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

② 交流
こうりゅう

・ふれあいの機会
き か い

づくり 

③ スポーツ・レクリエーションの機会
き か い

づくり 
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１ 人口
じんこう

の動向
どうこう

 

 本町
ほんちょう

の総人口
そうじんこう

は、増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推移
す い い

しており、平成
へいせい

23年
ねん

には 36,739人
にん

となっていま

す。 

 年齢
ねんれい

３区分
く ぶ ん

でみると、高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

が増加
ぞ う か

しており、平成
へいせい

19年
ねん

には高齢化率
こうれいかりつ

（総人口
そうじんこう

に対
たい

する高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

の割合
わりあい

）が 14.4％でしたが、平成
へいせい

23年
ねん

には 16.7％と、この５年間
ねんかん

で 2.3ポイント 上 昇
じょうしょう

しています。一方
いっぽう

で、年少
ねんしょう

人口
じんこう

は微減
び げ ん

傾向
けいこう

にあります。 
 

【総人口
そうじんこう

及
およ

び年齢
ねんれい

３区分
く ぶ ん

別
べつ

人口
じんこう

の推移
す い い

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料
しりょう

：住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

及
およ

び外国人
がいこくじん

登録
とうろく

（各年
かくねん

4月
がつ

1日
にち

現在
げんざい

）  

※表
ひょう

の下段
げ だ ん

は総人口
そうじんこう

に対
たい

する構成比
こうせいひ

           

 

 

項
こう

 目
もく

 
平成
へいせい

19年
ねん

 

(2007年
ねん

) 

平成
へいせい

20年
ねん

 

(2008年
ねん

) 

平成
へいせい

21年
ねん

(2009年
ねん

) 

平成
へいせい

22年
ねん

(2010年
ねん

) 

平成
へいせい

23年
ねん

(2011年
ねん

) 

総
そう

 人
じん

 口
こう

 
35,571人

にん

 35,798人
にん

 35,950人
にん

 36,391人
にん

 36,739人
にん

 

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

0～14歳
さい

 

（年少
ねんしょう

人口
じんこう

） 

6,552人
にん

 6,494人
にん

 6,500人
にん

 6,481人
にん

 6,461人
にん

 

18.4％ 18.1％ 18.1％ 17.8％ 17.6％ 

15～64歳
さい

 

（生産
せいさん

年齢
ねんれい

人口
じんこう

）  

23,908人
にん

 23,884人
にん

 23,690人
にん

 23,914人
にん

 24,133人
にん

 

67.2％ 66.7％ 65.9％ 65.7％ 65.7％ 

65歳
さい

以上
いじょう

 

（高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

） 

5,111人
にん

 5,420人
にん

 5,760人
にん

 5,996人
にん

 6,145人
にん

 

14.4％ 15.1％ 16.0％ 16.5％ 16.7％ 

第
だい

３章
しょう

 本町
ほんちょう

の障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く状 況
じょうきょう

 

 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

45,000 

平成
へいせい

19年
ねん

 平成
へいせい

20年
ねん

 平成
へいせい

21年
ねん

 平成
へいせい

22年
ねん

 平成
へいせい

23年
ねん

 
10.0% 

15.0% 

20.0% 

25.0% 

35,571 35,798 35,950 36,391 36,739 

65歳
さい

以上
いじょう

 

（高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

） 
15～64歳

さい

 
（生産

せいさん

年齢
ねんれい

人口
じんこう

） 
0～14歳

さい

 
（年 少

ねんしょう

人口
じんこう

） 

高齢化率
こうれいかりつ
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3.29 3.21 
3.06 2.94 

2.82 

0.63 0.60 0.57 0.55 0.51 

0.21 0.22 0.25 0.30 0.22 
0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

平成
へいせい

18年度
ね ん ど

 
 

平成
へいせい

19年度
ね ん ど

 

 
 

平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 

 
 

平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 

 
 

平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 

 
 

（％） 

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

 

994 
1,046 1,097 1,153 1,196 

180 195 
203 217 230 

77 

109 
89 

78 76 

1,378 
1,459 

1,535 

1,317 1,251 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

平成
へいせい

18年度
ね ん ど

 
 

平成
へいせい

19年度
ね ん ど

 
 

平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 
 

平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 
 

平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 
 

（人
にん

） 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 

所
し ょ

持者数
じ し ゃ す う

 

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

 

手帳
てちょう

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

合計
ごうけい

 

（各年
かくねん

度
ど

３月
がつ

３１日
にち

現在
げんざい

） 

 

２ 障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

 

〔１〕障害者
しょうがいしゃ

の推移
す い い

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

・知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

・精神
せいしん

障害者数
しょうがいしゃすう

の推移
す い い

をみると、いずれの手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

も増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、平成
へいせい

22年
ねん

度
ど

は身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

が1,196人
にん

、療育
りょういく

手帳
てちょう

が

230人
にん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

が109人
にん

となっています。平成
へいせい

18年
ねん

度
ど

と比較
ひ か く

する

と、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

は1.20倍
ばい

（202人
にん

増
まし

）、療育
りょういく

手帳
てちょう

は1.28倍
ばい

（50人
にん

増
まし

）、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

は1.42倍
ばい

（32人
にん

増
まし

）となっており、それぞれ増加
ぞ う か

しています。 

【障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

総人口
そうじんこう

に占
し

める各障害者
かくしょうがいしゃ

の割合
わりあい

の推移
す い い

をみると、いずれの手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の割合
わりあい

も

上 昇
じょうしょう

傾向
けいこう

にあります。特
とく

に身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

は平成
へいせい

18年
ねん

度
ど

の2.82％から平成
へいせい

22年
ねん

度
ど

は3.29％と0.47ポイント 上 昇
じょうしょう

し、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に比
くら

べ手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の伸
の

び幅
はば

は大
おお

きくなっています。 

【障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

（総人口
そうじんこう

に占
し

める割合
わりあい

の推移
す い い

）】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                             

   資料
しりょう

：住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

及
およ

び外国人
がいこくじん

登録
とうろく

        

※算出
さんしゅつ

に用
もち

いた各手帳
かくてちょう

所持者数
しょじしゃすう

は前掲
ぜんけい

のグラフと同様
どうよう
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〔２〕障 害
しょうがい

別
べつ

・等
とう

級 別
きゅうべつ

障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

 

（１）身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 

  ①年齢
ねんれい

別
べつ

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の所持者数
しょじしゃすう

を年齢
ねんれい

別
べつ

にみると、18歳
さい

以上
いじょう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあ

り、平成
へいせい

18年度
ね ん ど

の975人
にん

に比
くら

べ、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

は1,174人
にん

で、20.4％の上 昇
じょうしょう

とな

っています。一方
いっぽう

、18歳
さい

未満
み ま ん

は横
よこ

ばい状態
じょうたい

となっています。 

【身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

（年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

）】 

（単位
た ん い

:人
にん

）  

 平成
へいせい

18年度
ね ん ど

 平成
へいせい

19年度
ね ん ど

 平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 

18歳
さい

未満
み ま ん

 19 24 23 24 22 

18～64歳
さい

 338 352 351 360 388 

65歳
さい

以上
いじょう

 637 670 723 769 786 

合
ごう

 計
けい

 994 1046 1097 1153 1196 

                                                           （各
かく

年度
ね ん ど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 
 

②身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の等級
とうきゅう

別
べつ

構成
こうせい

 

等級
とうきゅう

別
べつ

構成
こうせい

をみると、４級
きゅう

が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで１級
きゅう

、３級
きゅう

の順
じゅん

で多
おお

い

状態
じょうたい

で推移
す い い

しています。 

【身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の等級
とうきゅう

別
べつ

構成
こうせい

の推移
す い い

】 

（単位
た ん い

:人
にん

）   

 平成
へいせい

18年度
ね ん ど

 平成
へいせい

19年度
ね ん ど

 平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 

１級
きゅう

 264 269 284 295 302 

２級
きゅう

 131 145 151 159 161 

３級
きゅう

 176 178 187 196 212 

４級
きゅう

 282 306 321 350 367 

５級
きゅう

 74 78 85 79 81 

６級
きゅう

 67 70 69 74 73 

合
ごう

 計
けい

 994 1046 1097 1153 1196 

                                                        （各
かく

年度
ね ん ど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 
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 ③身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の障害
しょうがい

種類
しゅるい

別
べつ

構成
こうせい

 

障害
しょうがい

の種類
しゅるい

別
べつ

構成
こうせい

をみると、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

の割合
わりあい

がいずれの年度
ね ん ど

も最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで内部
な い ぶ

障害
しょうがい

が高
たか

くなっています。 

 

【身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の障害
しょうがい

種類
しゅるい

別
べつ

構成
こうせい

の推移
す い い

】 

（単位
た ん い

:人
にん

）  

 全
ぜん

 体
たい

 視覚
し か く

障害
しょうがい

 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

・ 

平衡
へいこう

機能
き の う

 

音声
おんせい

・言語
げ ん ご

 

機能
き の う

障害
しょうがい

 
肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

 内部
な い ぶ

障害
しょうがい

 

平成
へいせい

18年度
ね ん ど

 994 59 95 14 527 299 

平成
へいせい

19年度
ね ん ど

 1046 64 97 16 547 322 

平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 1097 65 100 17 570 345 

平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 1153 64 109 17 597 366 

平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 1196 62 102 19 612 401 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

 

④身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の障害
しょうがい

種類
しゅるい

別
べつ

の等級
とうきゅう

の分布
ぶ ん ぷ

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の障害
しょうがい

種類
しゅるい

別
べつ

の等級
とうきゅう

の分布
ぶ ん ぷ

をみると、視覚
し か く

障害
しょうがい

は

２級
きゅう

、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

・平衡
へいこう

機能
き の う

は６級
きゅう

、音声
おんせい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

障害
しょうがい

は３級
きゅう

、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

と内部
な い ぶ

障害
しょうがい

は４級
きゅう

が最
もっと

も多
おお

くなっています。 

 

【身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の障害
しょうがい

種類
しゅるい

別
べつ

の等級
とうきゅう

の分布
ぶ ん ぷ

】 

（単位
た ん い

:人
にん

）  

  １級
きゅう

 ２級
きゅう

 ３級
きゅう

 ４級
きゅう

 ５級
きゅう

 ６級
きゅう

 合
ごう

 計
けい

 

視覚
し か く

障害
しょうがい

 17 20 4 4 11 6 62 

聴覚
ちょうかく

・平衡
へいこう

機能
き の う

障害
しょうがい

 6 22 18 15 2 39 102 

音声
おんせい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

障害
しょうがい

 0 3 11 5 0 0 19 

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

 118 113 106 179 68 28 612 

内部
な い ぶ

障害
しょうがい

 161 3 73 164 0 0 401 

合
ごう

   計
けい

 302 161 212 367 81 73 1196 

（平成
へいせい

23年
ねん

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 
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（２）知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 

   ①年齢
ねんれい

別
べつ

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

 

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

数
すう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

し、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

は18歳
さい

未満
み ま ん

が91人
にん

、18歳
さい

以上
いじょう

が 

139人
にん

で、計
けい

230人
にん

となっています。平成
へいせい

18年度
ね ん ど

に比
くら

べ50人
にん

増
ぞう

、1.28倍
ばい

の伸
の

びと

なっています。 

 

【年齢
ねんれい

別
べつ

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

】 

（単位
た ん い

:人
にん

）  

 平成
へいせい

18年度
ね ん ど

 平成
へいせい

19年度
ね ん ど

 平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 

18歳
さい

未満
み ま ん

 54 62 70 78 91 

18～64歳
さい

 116 122 123 129 129 

65歳
さい

以上
いじょう

 10 11 10 10 10 

合
ごう

 計
けい

 180 195 203 217 230 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

 

②療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の障害
しょうがい

程度
て い ど

別
べつ

構成
こうせい

 

障害
しょうがい

の程度
て い ど

別
べつ

構成
こうせい

をみると、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

はＡ（重度
じゅうど

）が102人
にん

、Ｂ（中
ちゅう

・軽度
け い ど

）

が128人
にん

となっています。平成
へいせい

18年度
ね ん ど

と比べる
くら

と、Ａが12人
にん

増
ぞう

、Ｂが38人
にん

増
ぞう

とな

っています。 

 

【療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の障害
しょうがい

程度
て い ど

別
べつ

構成
こうせい

の推移
す い い

】 

（単位
た ん い

:人
にん

）  

 平成
へいせい

18年度
ね ん ど

 平成
へいせい

19年度
ね ん ど

 平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 

Ａ 90 99 97 100 102 

Ｂ 90 96 106 117 128 

合計
ごうけい

 180 195 203 217 230 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 
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（３）精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 

   ①精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

数
すう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

で109人
にん

と

なっています。平成
へいせい

18年度
ね ん ど

に比べ
くら

44人
にん

増
ぞう

、1.68倍
ばい

の伸
の

びとなっています。 

 

【精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

】 

（単位
た ん い

:人
にん

）  

 平成
へいせい

18年度
ね ん ど

 平成
へいせい

19年度
ね ん ど

 平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 

合
ごう

 計
けい

 65 71 78 89 109 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

 

②精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の等級
とうきゅう

別
べつ

構成
こうせい

 

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の等級
とうきゅう

別
べつ

構成
こうせい

は、各年度
かくねんど

とも２級
きゅう

が最
もっと

も多
おお

くなっており、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

は62人
にん

となっています。 

 

【精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持
し ょ じ

級別
きゅうべつ

構成者
こうせいしゃ

の等級
とうきゅう

別
べつ

構成
こうせい

の推移
す い い

】 

（単位
た ん い

:人
にん

）  

 平成
へいせい

18年度
ね ん ど

 平成
へいせい

19年度
ね ん ど

 平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 

１級
きゅう

 11 12 12 13 14 

２級
きゅう

 31 35 42 50 62 

３級
きゅう

 23 24 24 26 33 

合計
ごうけい

 65 71 78 89 109 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 
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〔３〕障 害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

認定者
にんていしゃ

 

     障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

 

 

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する介護
か い ご

給付
きゅうふ

の必要度
ひつようど

を 表
あらわ

す６段階
だんかい

の区分
く ぶ ん

で、介護
か い ご

給付
きゅうふ

の

必要度
ひつようど

に応
おう

じて適切
てきせつ

なサービス利用
り よ う

が可能
か の う

 
 

障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

認定者
にんていしゃ

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

し、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

は112人
にん

で、平成
へいせい

20年度
ね ん ど

に比
くら

べ 

1.15倍
ばい

に増加
ぞ う か

（15人
にん

増
ぞう

）しています。区分
く ぶ ん

内訳
うちわけ

では、｢区分
く ぶ ん

６｣が37人
にん

で最
もっと

も多
おお

く、

33.0％を占
し

めています。これに次
つ

いで「区分
く ぶ ん

５」、「区分
く ぶ ん

３」が20.5％（23人
にん

）とな

っています。 

【障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

認定者数
にんていしゃすう

（全体
ぜんたい

）の推移
す い い

】 

（単位
た ん い

:人
にん

）         

  平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 

区分
く ぶ ん

６ 24 34 37 

区分
く ぶ ん

５ 18 24 23 

区分
く ぶ ん

４ 21 18 19 

区分
く ぶ ん

３ 23 19 23 

区分
く ぶ ん

２ 11 8 9 

区分
く ぶ ん

１ 0 1 1 

非該当
ひがいとう

 0 0 0 

合計
ごうけい

 97 104 112 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

主
おも

な障害
しょうがい

種別
しゅべつ

で障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

認定者数
にんていしゃすう

をみると、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の認定者数
にんていしゃすう

が84

人
にん

で最
もっと

も多
おお

くなっています。内訳
うちわけ

をみると、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

は「区分
く ぶ ん

６」が９人
にん

で最
もっと

も多
おお

く、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

も「区分
く ぶ ん

６」（28人
にん

）が多
おお

くなっています。精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

は「区分
く ぶ ん

２」（３人
にん

）が多
おお

くなっています。 

【障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

認定者数
にんていしゃすう

（主
しゅ

たる障害
しょうがい

種別
しゅべつ

）の推移
す い い

】 

（単位
た ん い

:人
にん

）         

  身体
しんたい

障害
しょうがい

 知的
ち て き

障害
しょうがい

 精神
せいしん

障害
しょうがい

 合
ごう

 計
けい

 

区分
く ぶ ん

６ 9 28 0 37 

区分
く ぶ ん

５ 3 19 1 23 

区分
く ぶ ん

４ 3 15 1 19 

区分
く ぶ ん

３ 5 16 2 23 

区分
く ぶ ん

２ 0 6 3 9 

区分
く ぶ ん

１ 0 0 1 1 

合計
ごうけい

 20 84 8 112 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 
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〔４〕サービス支給
しきゅう

決定
けってい

及
およ

び受 給
じゅきゅう

の 状 況
じょうきょう

 

 

第
だい

２期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

におけるサービス支給
しきゅう

決定
けってい

の状 況
じょうきょう

をみると、平成
へいせい

21年
ねん

に 142

人
にん

だった支給
しきゅう

決定者数
けっていしゃすう

が平成
へいせい

23年
ねん

には 174人
にん

となっています。 

また、支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けてサービスを利用
り よ う

した人
ひと

（受給者
じゅきゅうしゃ

）は平成
へいせい

23年
ねん

で 148人
にん

となっており、２年間
ねんかん

で 27人
にん

（22.3％）増加
ぞ う か

しています。支給
しきゅう

決定者数
けっていしゃすう

に対
たい

する

割合
わりあい

（受給率
じゅきゅうりつ

）は平成
へいせい

23年
ねん

が 85.1％となっています。 

障害
しょうがい

別
べつ

にみると、平成
へいせい

23年
ねん

10月
がつ

現在
げんざい

、支給
しきゅう

決定者
けっていしゃ

、受給者
じゅきゅうしゃ

、受給率
じゅきゅうりつ

とも知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで障害児
しょうがいじ

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の順
じゅん

となって

います。 

 

 

      【支給
しきゅう

決定者数
けっていしゃすう

の推移
す い い

】（各年
かくねん

10月
がつ

現在
げんざい

） （単位
た ん い

：人
にん

） 

 
平成
へいせい

21年
ねん

 平成
へいせい

22年
ねん

 平成
へいせい

23年
ねん

 

全
ぜん

  体
たい

 
支給
しきゅう

決定
けってい

者 

142 153 174 

受給者
じゅきゅうしゃ

 121 129 148 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 
支給
しきゅう

決定
けってい

者 

17 19 26 

受給者
じゅきゅうしゃ

 13 16 23 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
支給
しきゅう

決定
けってい

者 

85 88 94 

受給者
じゅきゅうしゃ

 82 86 93 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
支給
しきゅう

決定
けってい

者 

12 11 18 

受給者
じゅきゅうしゃ

 7 5 9 

障害児
しょうがいじ

 
支給
しきゅう

決定
けってい

者 

28 35 36 

受給者
じゅきゅうしゃ

 19 22 23 

 

【受給者
じゅきゅうしゃ

の障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

】（平成
へいせい

23年
ねん

10月
がつ

現在
げんざい

）    （単位
た ん い

：人
にん

） 

 区分
く ぶ ん

1 区分
く ぶ ん

2 区分
く ぶ ん

3 区分
く ぶ ん

4 区分
く ぶ ん

5 区分
く ぶ ん

6 全
ぜん

 体
たい

 区分
く ぶ ん

なし 合
ごう

 計
けい

 

全
ぜん

  体
たい

 1 11 25 22 24 39 122 52 174 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 0 1 7 4 4 10 26 0 26 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 0 6 17 17 19 29 88 6 94 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 1 4 1 1 1 0 8 10 18 

障害児
しょうがいじ

 0 0 0 0 0 0 0 36 36 

※「区分
く ぶ ん

なし」は、旧体系
きゅうたいけい

サービス利用者
りようしゃ

、障害児
しょうがいじ

、同行
どうこう

援護
え ん ご

、訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

（自立
じ り つ

訓練
くんれん

､就 労
しゅうろう

系
けい

サービス､グループホーム）利用者
りようしゃ

で

す。 
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３ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

（１）訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

平成
へいせい

23年
ねん

10月
がつ

における訪問
ほうもん

系
けい

サービス利用者
りようしゃ

は 46人
にん

で、そのうち居宅
きょたく

介護
か い ご

が

38人
にん

、行動
こうどう

援護
え ん ご

が８人
にん

となっています。 
 

【訪問
ほうもん

系
けい

サービスの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

】（各年
かくねん

10月
がつ

現在
げんざい

） 

                      （単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

、時間
じ か ん

/月
つき

） 

 
平成
へいせい

21年
ねん

 平成
へいせい

22年
ねん

 平成
へいせい

23年
ねん

 

全
ぜん

  体
たい

 
人数
にんずう

 48 41 46 

時間
じ か ん

 407 499 496 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 
人数
にんずう

 43 32 38 

時間
じ か ん

 335 424 392.5 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 
人数
にんずう

 0 0 0 

時間
じ か ん

 0 0 0 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 
人数
にんずう

 5 9 8 

時間
じ か ん

 72 75 103.5 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

 

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

人数
にんずう

 0 0 0 

時間
じ か ん

 0 0 0 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 
人数
にんずう

   0 

時間
じ か ん

   0 

 

（２）日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

平成
へいせい

23年
ねん

10月
がつ

における日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス利用者
りようしゃ

は 161人
にん

で、利用
り よ う

日数
にっすう

は 

2,217日
にち

となっています。そのうち、生活
せいかつ

介護
か い ご

（92人
にん

、1,728人
にん

日
にち

）が最
もっと

も多
おお

く、

約
やく

８割
わり

を占
し

めています。 
 

【日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

】（各年
かくねん

10月
がつ

現在
げんざい

） 

                       （単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

、日
にち

/月
つき

） 

 
平成
へいせい

21年
ねん

 平成
へいせい

22年
ねん

 平成
へいせい

23年
ねん

 

全
ぜん

  体
たい

 
人数
にんずう

 113 137 161 

日数
にっすう

 1754 1962 2217 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 
人数
にんずう

 74 80 92 

日数
にっすう

 1484 1565 1728 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

人数
にんずう

 0 0 0 

日数
にっすう

 0 0 0 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

人数
にんずう

 1 0 0 

日数
にっすう

 21 0 0 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 
人数
にんずう

 3 2 4 

日数
にっすう

 57 21 63 
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平成
へいせい

21年
ねん

 平成
へいせい

22年
ねん

 平成
へいせい

23年
ねん

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

Ａ型
がた

 

人数
にんずう

 2 6 6 

日数
にっすう

 43 118 116 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

Ｂ型
がた

 

人数
にんずう

 2 4 5 

日数
にっすう

 37 67 85 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 
人数
にんずう

 0 0 0 

日数
にっすう

 0 0 0 

児童
じ ど う

デイ 
人数
にんずう

 17 19 24 

日数
にっすう

 54 63 87 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 
人数
にんずう

 14 25 29 

日数
にっすう

 58 109 118 

旧
体
系

き
ゅ
う
た
い
け
い 

身体通所
しんたいつうしょ

 
人数
にんずう

 0 0 0 

日数
にっすう

 0 0 0 

知的通所
ちてきつうしょ

 
人数
にんずう

 0 1 1 

日数
にっすう

 0 19 20 

 

（３）居 住
きょじゅう

系
けい

サービス 

平成
へいせい

23年
ねん

10月
がつ

における居住
きょじゅう

系
けい

サービス利用者
りようしゃ

は 31人
にん

で、利用
り よ う

日数
にっすう

は 955日
にち

と

なっています。 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から一定
いってい

の数
かず

の地域
ち い き

移行
い こ う

はありますが、あらたな施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

利用者数
りようしゃすう

が増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

利用者
りようしゃ

の減少
げんしょう

は進
すす

んでいない

状 況
じょうきょう

です。 

ケアホームについては、平成
へいせい

23年
ねん

10月
がつ

現在
げんざい

、13人
にん

の利用
り よ う

があります。 

 

【居住
きょじゅう

系
けい

サービスの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

】（各年
かくねん

10月
がつ

現在
げんざい

） 

（単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

、日
にち

/月
つき

） 

 
平成
へいせい

21年
ねん

 平成
へいせい

22年
ねん

 平成
へいせい

23年
ねん

 

全
ぜん

  体
たい

 
人数
にんずう

 30 29 31 

日数
にっすう

 886 882 955 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 
人数
にんずう

 15 16 18 

日数
にっすう

 454 482 552 

グループホーム 
人数
にんずう

 0 0 0 

日数
にっすう

 0 0 0 

ケアホーム 
人数
にんずう

 12 12 13 

日数
にっすう

 365 369 403 

旧
体
系

き
ゅ
う
た
い
け
い 

旧身体
きゅうしんたい

入所
にゅうしょ

 

人数
にんずう

 1 0 0 

日数
にっすう

 31 0 0 

旧知的
きゅうちてき

入所
にゅうしょ

 
人数
にんずう

 2 1 0 

日数
にっすう

 36 31 0 

（人

） 

（ 人

日） 
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４ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

（１）必須
ひ っ す

事業
じぎょう

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

については、障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

しています。 

コミュニケーション支援
し え ん

事業
じぎょう

では、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

を行
おこな

っています。 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターは、Ⅰ型
がた

を１か所
しょ

で実施
じ っ し

しています。 

（年間
ねんかん

） 

事
じ

    業
ぎょう

  平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

23年度
ね ん ど

 

（見込
み こ

み） 

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 － － － － 

 

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

 

実施
じ っ し

か所
しょ

 1 1 1 

市町村
しちょうそん

相談
そうだん

支援
し え ん

機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

 実施
じ っ し

か所
しょ

 0 0 0 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 実施
じ っ し

か所
しょ

 0 0 0 

コミュニケーション支援
し え ん

事業
じぎょう

 － － － － 

 手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

 利用者数
りようしゃすう

 4 4 6 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

 延
の

べ件数
けんすう

 59 79 84 

 

介護
か い ご

訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 延
の

べ件数
けんすう

 0 3 4 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 延
の

べ件数
けんすう

 6 5 6 

在宅
ざいたく

療養
りょうよう

等
とう

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 延
の

べ件数
けんすう

 4 3 4 

情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 延
の

べ件数
けんすう

 3 8 9 

排
はい

せつ管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 延
の

べ件数
けんすう

 46 60 61 

住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

 延
の

べ件数
けんすう

 0 0 0 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
利用者数
りようしゃすう

 87 85 96 

延
の

べ時間
じ か ん

 10539.5 

 

10087 11511 

 地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター － 1 1 1 

 

Ⅰ型
がた

 実施
じ っ し

か所
しょ

 1 1 1 

Ⅱ型
がた

 実施
じ っ し

か所
しょ

 0 0 0 

Ⅲ型
がた

 実施
じ っ し

か所
しょ

 0 0 0 

 

※地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅠ型
がた

  

専門
せんもん

職員
しょくいん

（精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

等
など

）を配置
は い ち

し、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

及
およ

び地域
ち い き

の社会
しゃかい

基盤
き ば ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

のための調整
ちょうせい

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

ボランティア育成
いくせい

、障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

るための普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

等
など

の事業
じぎょう

を実施
じ っ し

することが必要
ひつよう

です。

また、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を併
あわ

せて実施
じ っ し

ないし委託
い た く

を受
う

けていることが条件
じょうけん

です。 職員
しょくいん

は基礎的
き そ て き

事業
じぎょう

による職員
しょくいん

の他
ほか

1名
めい

以上
いじょう

を配置
は い ち

し、うち 2名
めい

以上
いじょう

を常勤
じょうきん

とします。利用者数
りようしゃすう

は 1日
にち

あたりの実利用
じつりよう

人員
じんいん

が概
おおむ

ね 20名
めい

以上
いじょう

で

あらねばなりません。 
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※地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅡ型
がた

  

地域
ち い き

において雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な在宅
ざいたく

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、機能
き の う

訓練
くんれん

、社会
しゃかい

適応
てきおう

訓練
くんれん

、入浴
にゅうよく

等
など

のサービスを実施
じ っ し

し

ます。職員
しょくいん

は、基礎的
き そ て き

事業
じぎょう

による職員
しょくいん

の他
ほか

1名
めい

以上
いじょう

を配置
は い ち

し、うち 1名
めい

以上
いじょう

を常勤
じょうきん

とし、利用者数
りようしゃすう

は、1日
にち

あ

たりの実利用
じつりよう

人員
じんいん

が概
おおむ

ね 15名
めい

以上
いじょう

であることが必要
ひつよう

です。 

 

※地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅢ型
がた

 

地域
ち い き

の障害者
しょうがいしゃ

のための援護
え ん ご

対策
たいさく

として地域
ち い き

の障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
など

によって、適所
てきしょ

での援護
え ん ご

事業
じぎょう

（以下
い か

「小規模
しょうきぼ

作業所
さぎょうしょ

」という。）の実績
じっせき

を概
おおむ

ね 5年
ねん

以上
いじょう

有
ゆう

し、安定的
あんていてき

な運営
うんえい

が図
はか

られていることが必要
ひつよう

です。 

このほか、自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

に基
もと

づく事業所
じぎょうしょ

に併設
へいせつ

して実施
じ っ し

することも必要
ひつよう

です。職員
しょくいん

については、基礎的
き そ て き

事業
じぎょう

に

よる職員
しょくいん

のうち 1名
めい

以上
いじょう

を常勤
じょうきん

としますが、基礎的
き そ て き

事業
じぎょう

における職員
しょくいん

配置
は い ち

は、2名
めい

以上
いじょう

とし、うち 1名
めい

は

専任者
せんにんしゃ

となっております。利用者
りようしゃ

数等
すうなど

については、一日
いちにち

あたりの実利用
じつりよう

人員
じんいん

が概
おおむ

ね 10名
めい

以上
いじょう

でなければなり

ません。 

 

（２）任意
に ん い

事業
じぎょう

 

本町
ほんちょう

における任意
に ん い

事業
じぎょう

は、福祉
ふ く し

ホーム事業
じぎょう

、訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス事業
じぎょう

、更生
こうせい

訓練費
くんれんひ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

、日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

事業
じぎょう

の各事業
かくじぎょう

を実施
じ っ し

してい

ます。 

 

（年間
ねんかん

） 

  
平成
へいせい

21年度
ね ん ど

 平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

23年度
ね ん ど

 

（見込
み こ

み） 

福祉
ふ く し

ホーム事業
じぎょう

 
実施
じ っ し

か所
しょ

 0 1 1 

実
じつ

人数
にんずう

 0 1 1 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス事業
じぎょう

 
実
じつ

人数
にんずう

 0 0 

 

0 

延
の

べ回数
かいすう

 0 0 0 

更生
こうせい

訓練費
くんれんひ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

 給付者数
きゅうふしゃすう

 0 0 0 

 日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
実
じつ

人数
にんずう

 59 68 72 

延
の

べ回数
かいすう

 1881 2217 2215 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

事業
じぎょう

 －    

 

 

スポーツ・レクリエーション教室
きょうしつ

開催
かいさい

等
など

 

事業
じぎょう

 

実施
じ っ し

回数
かいすう

 0 1 1 

参加
さ ん か

人数
にんずう

 0 400 400 

自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

・改造費
かいぞうひ

助成
じょせい

 件数
けんすう

 1 0 0 

福祉
ふ く し

タクシー利用
り よ う

助成金
じょせいきん

 

 

 

件数
けんすう

 460 485 500 
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１ ともに育
そだ

ち、ともに学
まな

ぶために 

（１）障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療 育
りょういく

   

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

障害児
しょうがいじ

の療育
りょういく

については、児童
じ ど う

デイサービスや京都府
きょうとふ

の障害児
しょうがいじ

通園
つうえん

事業
じぎょう

等
など

を

実施
じ っ し

しており、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による相談
そうだん

事業
じぎょう

を行
おこな

い保護者
ほ ご し ゃ

の活動
かつどう

を支援
し え ん

し

ています。 

平成
へいせい

23年
ねん

に実施
じ っ し

したアンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

では、児童
じ ど う

デイサービスの利用
り よ う

意向
い こ う

が

高
たか

く、療育
りょういく

の機会
き か い

の確保
か く ほ

からも対応
たいおう

が求
もと

められています。 

障害児
しょうがいじ

の支援
し え ん

には、まず早期
そ う き

の対応
たいおう

が重要
じゅうよう

であり、乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

や訪問
ほうもん

、相談
そうだん

等
など

を通
つう

じた取
と

り組
く

みの充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

となります。 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

発達上
はつたつじょう

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子
こ

どもに対
たい

して、発達上
はったつじょう

の問題
もんだい

や支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

に

早
はや

く気
き

づき、保護者
ほ ご し ゃ

が問題
もんだい

を一人
ひ と り

で抱
かか

え込
こ

むことなく、早期
そ う き

に対応
たいおう

できることを

めざして、乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

での早期
そ う き

発見
はっけん

の体制
たいせい

を整
ととの

えます。特
とく

に、乳児期
にゅうじき

は発達
はったつ

障害
しょうがい

の有無
う む

が問題
もんだい

になるよりは、育児上
いくじじょう

の困難
こんなん

さや子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

のニーズが高
たか

く、この

時期
じ き

の保護者
ほ ご し ゃ

の不安
ふ あ ん

に応
こた

える健
けん

診
しん

をめざします。 

また、健
けん

診後
し ん ご

に発達
はったつ

相談
そうだん

や育児
い く じ

相談
そうだん

で保護者
ほ ご し ゃ

の不安
ふ あ ん

に応
こた

え、子
こ

どもと保護者
ほ ご し ゃ

の

ニーズに応
おう

じて、発達
はったつ

支援
し え ん

療育
りょういく

事業
じぎょう

の利用
り よ う

等
など

を進
すす

め、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を密
みつ

に

し安心感
あんしんかん

が持
も

てるような支援
し え ん

や対応
たいおう

をめざします。 

 

①母子
ぼ し

保健
ほ け ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

  

乳幼児
にゅうようじ

の健康
けんこう

保持
ほ じ

と成長
せいちょう

発達
はったつ

を支援
し え ん

するために、乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

で把握
は あ く

された

障害児
しょうがいじ

及
およ

び発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

、発達上
はったつじょう

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子
こ

どもやその保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

し

て、早期
そ う き

対応
たいおう

につながるよう、きめ細
こま

やかな相談
そうだん

や訪問
ほうもん

に努
つと

めます。 

また、未就
みしゅう

園児
え ん じ

や専門的
せんもんてき

療育
りょういく

事業
じぎょう

等
など

の利用
り よ う

対象児
たいしょうじ

以外
い が い

にも、言葉
こ と ば

や社会性
しゃかいせい

の

発達
はったつ

を伸
の

ばしていくためのフォロー教室
きょうしつ

を実施
じ っ し

し、その両親
りょうしん

や家族
か ぞ く

に対
たい

する

相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

②早期
そ う き

療育
りょういく

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

  

乳幼児
にゅうようじ

への早期
そ う き

療育
りょういく

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

するため、障害児
しょうがいじ

や発達上
はったつじょう

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子
こ

どもの人数
にんずう

に対応
たいおう

していけるように、事業
じぎょう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

等
など

について

検討
けんとう

していきます。 

また、児童
じ ど う

デイサービス事業
じぎょう

は、昨年
さくねん

の基礎
き そ

調査
ちょうさ

でも利用
り よ う

意向
い こ う

が 最
もっと

も高
たか

い

第
だい

４章
しょう

 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

別
べつ

の施策
せ さ く

内容
ないよう

 



23 

 

 

事業
じぎょう

であることから、町内
ちょうない

での事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

に努
つと

め、町外
ちょうがい

の近隣
きんりん

事業所
じぎょうしょ

の

利用
り よ う

を促進
そくしん

することとします。 

 

（２）保育
ほ い く

・教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

   

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

障害児
しょうがいじ

の教育面
きょういくめん

では、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と地域
ち い き

の学校
がっこう

との連携
れんけい

が図
はか

られています。

小学生
しょうがくせい

の放課後
ほ う か ご

対策
たいさく

としては放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブの利用
り よ う

の受
う

け入
い

れが実施
じ っ し

されて

いますが、中学生
ちゅうがくせい

・高校生向
こうこうせいむ

けの放課後
ほ う か ご

対策
たいさく

が求
もと

められています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

表
ひょう

 障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の認知度
に ん ち ど

         （単位
た ん い

：％） 

 全体
ぜんたい

 知
し

っている 知
し

らない 不明
ふ め い

 

H22調査
ちょう さ

 100.0 46.4 47.0 6.6 

H13調査
ちょう さ

 100.0 55.4 33.4 11.2 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

   障害
しょうがい

のある子
こ

どもがその能力
のうりょく

や可能性
かのうせい

を最大限
さいだいげん

に伸
の

ばし、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を

めざすため、一人
ひ と り

ひとりに対応
たいおう

したきめ細
こま

やかな保育
ほ い く

・教育
きょういく

を行
おこな

う必要
ひつよう

があり

ます。このため、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

一人
ひ と り

ひとりの教育
きょういく

のニーズに応
おう

じて、

適切
てきせつ

な教育的
きょういくてき

支援
し え ん

を行
おこな

う体制
たいせい

づくりに努
つと

めます。また、障害
しょうがい

のある子
こ

どもや

発達
はったつ

に遅
おく

れのある子
こ

どもが、地域
ち い き

の中
なか

で共
とも

に育
そだ

つことができるように、保育
ほ い く

・

療育
りょういく

・教育
きょういく

等
など

の内容
ないよう

を充実
じゅうじつ

していきます。 

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の成長
せいちょう

に伴
ともな

い、自立
じ り つ

し

た生活
せいかつ

をしていくには、社会
しゃかい

参加
さ ん か

に

適応
てきおう

するための交流
こうりゅう

機会
き か い

づくりが

課題
か だ い

となります。そのためには、

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

を活用
かつよう

するために、ま

ずはその存在
そんざい

や活動
かつどう

内容
ないよう

を知
し

って

もらうことが必要
ひつよう

となります。 

アンケート調査
ちょうさ

では、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の認知度
に ん ち ど

が 10年前
ねんまえ

に比
くら

べて低
てい

下
か

し

ています。早
はや

い段階
だんかい

から団体
だんたい

の

認知
に ん ち

・理解
り か い

を促
うなが

し、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を広
ひろ

げることが重
じゅう

要
よう

となります。 

問
とい

20障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の認知度
に ん ち ど

 件数
けんすう

＝717

（単数
たんすう

回答
かいとう

） 

知
し

らない 
47.0% 

不明
ふ め い

 
6.6% 

知
し

っている 

46.4% 
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①保育所
ほいくしょ

、幼稚園
ようちえん

での障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

・教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

○早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

  

低年齢
ていねんれい

から保育所
ほいくしょ

に入所
にゅうしょ

する障害児
しょうがいじ

及
およ

び発達上
はったつじょう

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

としてい

る子
こ

どもに対
たい

する障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

により早期
そ う き

対応
たいおう

に努
つと

めます｡また、保育所
ほいくしょ

においても、障害児
しょうがいじ

及
およ

び発達上
はったつじょう

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

としている子
こ

どもの早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

めます｡ 

 

○巡回
じゅんかい

相談
そうだん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

  

子育
こ そ だ

て発達
はったつ

支援
し え ん

センターが実施
じ っ し

している、保育所
ほいくしょ

巡回
じゅんかい

相談
そうだん

事業
じぎょう

を継続
けいぞく

し、

一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります｡保育所
ほいくしょ

巡回
じゅんかい

相談
そうだん

事業
じぎょう

においては、保育
ほ い く

の実施
じ っ し

の

必要
ひつよう

に応
おう

じて対応
たいおう

できるよう、専門
せんもん

スタッフ（心理士
し ん り し

、保健師
ほ け ん し

、保育士
ほ い く し

）に

よる相談
そうだん

･助言
じょげん

の内容
ないよう

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります｡また、一層
いっそう

の専門的
せんもんてき

な対応
たいおう

や、就学後
しゅうがくご

の見通
み と お

しを持
も

った支援
し え ん

を行
おこな

うため、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

○障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

の充実
じゅうじつ

に向
む

けた研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

 

保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

において障害
しょうがい

への対応
たいおう

を学
まな

ぶ研修
けんしゅう

や実際
じっさい

の事例
じ れ い

から学
まな

び

合
あ

う研修
けんしゅう

を継続
けいぞく

して実施
じ っ し

します｡そして、町
ちょう

全体
ぜんたい

として障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

の内容
ないよう

を高
たか

め、質
しつ

の維持
い じ

向上
こうじょう

をめざし、職員
しょくいん

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります｡特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする幼児
よ う じ

への指導
し ど う

が入園前
にゅうえんまえ

、就学後
しゅうがくご

も継続
けいぞく

していけるように、関係
かんけい

機関
き か ん

や小学校
しょうがっこう

等
など

との連携
れんけい

に努
つと

めます。 

 

②教育
きょういく

相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

  

学
がっ

校内
こうない

の教育
きょういく

相談
そうだん

や就
しゅう

園
えん

就学
しゅうがく

指導
し ど う

体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つと

めるとともに、障害
しょうがい

の

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、将来
しょうらい

にわたる見通
み と お

しが持
も

てるような相談
そうだん

活動
かつどう

の推進
すいしん

に努
つと

め

ます。さらに、支援
し え ん

ファイル等
など

も適宜
て き ぎ

活用
かつよう

しながら、就学
しゅうがく

時
じ

の支援
し え ん

強化
きょうか

を図
はか

っ

ていきます。 

 

③特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

等
など

に配慮
はいりょ

しながら、子
こ

どもたちが暮
く

らしの中
なか

で、自分
じ ぶ ん

らしさや良
よ

さが

発揮
は っ き

できるよう環境
かんきょう

や指導
し ど う

のあり方
かた

を工夫
く ふ う

し、一人
ひ と り

ひとりに応
おう

じた学校
がっこう

生活
せいかつ

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

、発達
はったつ

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

巡回
じゅんかい

相談
そうだん

等
など

も活用
かつよう

し、一人
ひ と り

ひとりの教育的
きょういくてき

な

課題
か だ い

を踏
ふ

まえた個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

の作成
さくせい

とその活用
かつよう

を図
はか

り、指導
し ど う

方法
ほうほう

の工夫
く ふ う

・

改善
かいぜん

に努
つと

めます。さらに、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

との、また在籍校
ざいせきこう

と通級
つうきゅう

指導校
しどうこう

との連携
れんけい

した指導
し ど う

に努
つと

めます。 
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④進路
し ん ろ

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

  

一人
ひ と り

ひとりの生
い

き方
かた

の指導
し ど う

、日常
にちじょう

の教育
きょういく

活動
かつどう

の集大成
しゅうたいせい

として、全校的
ぜんこうてき

な

指導
し ど う

体制
たいせい

のもとに進路
し ん ろ

指導
し ど う

を推進
すいしん

します。また、生涯
しょうがい

を見通
み と お

した進路
し ん ろ

の検討
けんとう

を

進
すす

め、家庭
か て い

や地域
ち い き

とともに自
みずか

らの進路
し ん ろ

を切
き

り開
ひら

く力
ちから

を育
そだ

てる指導
し ど う

を充実
じゅうじつ

さ

せることにより、個性
こ せ い

に応
おう

じた積極的
せっきょくてき

な進路
し ん ろ

選択
せんたく

を支援
し え ん

します。 

 

⑤職員
しょくいん

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

  

 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

にともない、保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

、小学校
しょうがっこう

、中
ちゅう

学校
がっこう

にお

ける障害
しょうがい

・発達
はったつ

障害
しょうがい

のある子
こ

どもなどへの教育
きょういく

を推進
すいしん

するため、教 職 員
きょうしょくいん

の

研修
けんしゅう

や勉強会
べんきょうかい

を行
おこな

います。また、普通
ふ つ う

学級
がっきゅう

や特別
とくべつ

学級
がっきゅう

における障害
しょうがい

のあ

る子
こ

どもの教育
きょういく

、療育
りょういく

について、教 職 員
きょうしょくいん

への福祉
ふ く し

教育
きょういく

等
など

を行
おこな

い、障害
しょうがい

の

ある子
こ

どもへの理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、指導力
しどうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

（３）発達
はったつ

障 害
しょうがい

などの理解
り か い

と支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

  

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

近年
きんねん

、発達
はったつ

障害
しょうがい

などに関
かん

する正
ただ

しい理解
り か い

のためのシンポジウムやフォーラ

ム等
など

が開催
かいさい

されています。また、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

では平成
へいせい

23年度
ね ん ど

に発達
はったつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

が設立
せつりつ

され、発達
はったつ

障害
しょうがい

への対応
たいおう

など連続的
れんぞくてき

な支援
し え ん

への対応
たいおう

検討
けんとう

を行
おこな

って

います。 

アンケート結果
け っ か

では、相談
そうだん

窓口
まどぐち

の問題点
もんだいてん

として、「相談
そうだん

場所
ば し ょ

がどこか分
わ

から

ない」、「専門的
せんもんてき

相談
そうだん

ができる職員
しょくいん

がいない」といった回答
かいとう

がみられています。 

京都府
きょうとふ

や近隣
きんりん

の自治体
じ ち た い

の発達
はったつ

障害
しょうがい

に関
かん

する取
と

り組
く

みを参考
さんこう

に、本町
ほんちょう

におい

ても相談
そうだん

支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

させる取
と

り組
く

みが求
もと

められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

 発達
はったつ

障害
しょうがい

についての

理解
り か い

を広
ひろ

げるための正
ただ

しい

啓発
けいはつ

活動
かつどう

を 行
おこな

い 、 相談
そうだん

体制づくり
たいせい

を 充実
じゅうじつ

してい

きます。 

 関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を図
はか

り、

相談
そうだん

しやすい窓口
まどぐち

での対応
たいおう

を図
はか

り、情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

う

とともに、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

4.9 

3.8 

18.4 

11.6 

7.5 

7.4 

4.0 

51.9 

0 10 20 30 
(%) 40 50 60(%) 

相談
そうだん

場所
ば し ょ

がどこか分
わ

からない 

専門的
せんもんてき

相談
そうだん

ができる職員
しょくいん

がいない 

時間
じ か ん

が限
かぎ

られており利用
り よ う

できない 

場所
ば し ょ

が不便
ふ べ ん

で行
い

きづらい 

相談
そうだん

できる場所
ば し ょ

がない 

その他
た

 

特
と く

に問題
もんだい

はない 

不明
ふ め い

 

問
とい

18相談
そうだん

窓口
まどぐち

の問題点
もんだいてん

 件数
けんすう

=717（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 
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①支援
し え ん

の必要
ひつよう

な子
こ

どもへの対応
たいおう

  

育児上
いくじじょう

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

である子
こ

どもやその保護者
ほ ご し ゃ

のニーズを踏
ふ

まえて、保護者
ほ ご し ゃ

が相談
そうだん

により子
こ

どもの発達
はったつ

に見通
み と お

しが持
も

て、育児
い く じ

をしていく上
うえ

で安心感
あんしんかん

が持
も

て

るような支援
し え ん

をめざします。 

 

②発達
はったつ

相談
そうだん

事業
じぎょう

  

 発達
はったつ

障害
しょうがい

のある子
こ

どもや発達上
はったつじょう

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子
こ

どもと保護者
ほ ご し ゃ

が、自
みずか

ら安心
あんしん

して相談
そうだん

を受
う

けられるように、 町
ちょう

の福祉課
ふ く し か

、教育
きょういく

委員会
いいんかい

、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

等
など

の相談
そうだん

対応
たいおう

を充実
じゅうじつ

し、保育
ほ い く

所
しょ

・幼稚園
ようちえん

・学校
がっこう

との連携
れんけい

を一層
いっそう

図
はか

ってい

きます。さらに、学齢児
がくれいじ

以上
いじょう

のニーズに応
こた

えるため、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）に関
かん

す

る相談
そうだん

窓口
まどぐち

となる機能
き の う

、システムを、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

③発達
はったつ

障害
しょうがい

の理解
り か い

の促進
そくしん

 

 発達
はったつ

障害
しょうがい

のある子
こ

どもに対
たい

し、その症例
しょうれい

や支援
し え ん

の方法
ほうほう

に対
たい

する適切
てきせつ

な対応
たいおう

ができるよう、教 職 員
きょうしょくいん

や関係者
かんけいしゃ

による研究
けんきゅう

・研修
けんしゅう

を行
おこな

います。 

 また、周囲
しゅうい

の理解
り か い

が得
え

られるよう、発達
はったつ

障害
しょうがい

に関
かん

する啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

 

④関係
かんけい

機関
き か ん

等
など

の連携
れんけい

と協働
きょうどう

 

 発達
はったつ

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

と早期
そ う き

療育
りょういく

のために、乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

等
など

の母子
ぼ し

保健
ほ け ん

事業
じぎょう

と

の連携
れんけい

を図
はか

るとともに、継続
けいぞく

した支援
し え ん

を行
おこな

うため、教育
きょういく

機関
き か ん

とも連携
れんけい

し、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

体制
たいせい

の構築
こうちく

に努
つと

めます。 

 また、個別
こ べ つ

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じた乳幼児期
にゅうようじき

からの個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

を図
はか

るため、

母子
ぼ し

保健
ほ け ん

事業
じぎょう

、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

、教育
きょういく

関係
かんけい

の協働
きょうどう

による支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つと

めま

す。 

 

（４）放課後
ほ う か ご

活動
かつどう

等
など

の充 実
じゅうじつ

  

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

 児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の放課後
ほ う か ご

の居場所
い ば し ょ

確保
か く ほ

については、放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブにより実施
じ っ し

されていますが、中学生
ちゅうがくせい

・高校生
こうこうせい

の居場所
い ば し ょ

の確保
か く ほ

が課題
か だ い

となっています。 

 

●障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

ヒアリング結果
け っ か

（行政
ぎょうせい

への提言
ていげん

） 

 ・特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

における「支援
し え ん

学校
がっこう

」と「町立
ちょうりつ

小中学校
しょうちゅうがっこう

」の専門性
せんもんせい

の差
さ

が大
おお

きい。 

 ・町立
ちょうりつ

の小学校
しょうがっこう

（支援
し え ん

学級
がっきゅう

および通常
つうじょう

学級
がっきゅう

）に通
かよ

う発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

が安心
あんしん

して過
す

ごせ

る放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブの環境
かんきょう

づくりが必要
ひつよう

である。 

●サービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

ヒアリング結果
け っ か

（発達
はったつ

障害
しょうがい

に関
かん

する取
と

り組
く

み） 

 ・幼児期
よ う じ き

から学齢期
がく れいき

にまたがるライフステージ支援
し え ん

、相談
そうだん

機関
き か ん

の存在
そんざい

が必要
ひつよう

である。 
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普段
ふ だ ん

からの日常的
にちじょうてき

な活動
かつどう

拠点
きょてん

を確保
か く ほ

し活用
かつよう

してもらうためにも、行事
ぎょうじ

等
など

へ

の参加
さ ん か

経験
けいけん

や参加
さ ん か

意向
い こ う

を拡
ひろ

げることが効果的
こうかてき

であると考
かんが

えられます。交流
こうりゅう

や

ふれあいの場
ば

への参加
さ ん か

意欲
い よ く

を醸成
じょうせい

することが、日々
ひ び

の過
す

ごし方
かた

に寄与
き よ

するこ

ととなり得
え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
ひょう

 精華町
せいかちょう

等
など

主催
しゅさい

の行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

        （単位
た ん い

：％） 

   
全体
ぜんたい

 
行事
ぎょう じ

に参加
さ ん か

した

ことがある 

行事
ぎょう じ

には参加
さ ん か

 

したことがない 
不明
ふ め い

 

H22調査
ちょう さ

 100.0 40.4 41.8 17.7 

H13調査
ちょう さ

 100.0 57.7 32.3 9.9 

 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもが放課後
ほ う か ご

あるいは、夏休
なつやす

み等
など

の長期
ちょうき

休 業 中
きゅうぎょうちゅう

に安心
あんしん

して

過
す

ごせるように支援
し え ん

するために学校
がっこう

の校庭
こうてい

や教室
きょうしつ

等
など

に、安全
あんぜん

にかつ安心
あんしん

して

活動
かつどう

できる子
こ

どもの居場所
い ば し ょ

（活動
かつどう

拠点
きょてん

）を確保
か く ほ

し、障害
しょうがい

のある子
こ

どもたちに対
たい

してもさまざまな体験
たいけん

活動
かつどう

の場
ば

や機会
き か い

が提供
ていきょう

できるように努
つと

めます。 

   

 

①放課後
ほ う か ご

、学校
がっこう

長期
ちょうき

休暇
きゅうか

期間
き か ん

の生活
せいかつ

の充実
じゅうじつ

  

 学齢期
がくれいき

にある障害児
しょうがいじ

の放課後
ほ う か ご

や学校
がっこう

長期
ちょうき

休暇期
きゅうかき

間中
かんちゅう

の生活
せいかつ

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るた

めに、レクリエーション事業
じぎょう

やＮＰＯ団体
だんたい

のサークル活動
かつどう

等
など

の充実
じゅうじつ

も図
はか

りなが

ら、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業所
じぎょうしょ

を増
ふ

やし、より身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で利用
り よ う

しやすくし

ます。また、障害児
しょうがいじ

の放課後
ほ う か ご

や学校
がっこう

長期
ちょうき

休暇期
きゅうかき

間中
かんちゅう

の活動
かつどう

の場
ば

である

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

アンケート結果
け っ か

をみると、精華町
せいかちょう

主催
しゅさい

の

行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

状 況
じょうきょう

は低下
て い か

しています。 

参加率
さんかりつ

を向上
こうじょう

させることが、ひいては

活動的
かつどうてき

な 日常
にちじょう

生活
せいかつ

への期待度
き た い ど

を高め
たか

充実
じゅうじつ

した放課後
ほ う か ご

活動
かつどう

への意欲
い よ く

醸成
じょうせい

につ

ながるものと考
かんが

えられます。 

またサービス提供者
ていきょうしゃ

へのヒアリングから

は、児童
じ ど う

の放課後
ほ う か ご

活動
かつどう

および「中期
ちゅうき

教育
きょういく

～

後期
こ う き

教育
きょういく

」の問題
もんだい

が指摘
し て き

され、放課後
ほ う か ご

の

「療育
りょういく

活動
かつどう

」について専門性
せんもんせい

にばらつき

があるため、個別
こ べ つ

ニーズに合
あ

った受
う

け入
い

れ

や調整
ちょうせい

が必要
ひつよう

とされています。 

問
とい

19精華町
せいかちょう

等
など

主催
しゅさい

の行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

 件数
けんすう

＝717

（単数
たんすう

回答
かいとう

） 

行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

 

したこと 
がある 
40.4% 

不明
ふ め い

 
17.7% 

行事
ぎょうじ

には 

参加
さ ん か

した 

ことがない 
41.8% 
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②放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業
じぎょう

の活用
かつよう

  

平成
へいせい

24年
ねん

４月
がつ

から制度化
せ い ど か

される、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業
じぎょう

の活用
かつよう

を促進
そくしん

し、

利用
り よ う

しやすい体制
たいせい

を整
ととの

えられるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を図
はか

ります。また、日中
にっちゅう

において監護
か ん ご

する者
もの

がいないため、一時的
いちじてき

に見守
み ま も

り等
など

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

等
など

の日中
にっちゅう

における活動
かつどう

の場
ば

を確保
か く ほ

し、障害者
しょうがいしゃ

等
など

の家族
か ぞ く

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

等
など

を日常的
にちじょうてき

に介護
か い ご

している家族
か ぞ く

の一時的
いちじてき

な休息
きゅうそく

を図
はか

ることを目的
もくてき

とする、

地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

の日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の活用
かつよう

、連携
れんけい

の充実
じゅうじつ

も図
はか

っていきます。 

 

（５）自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

のための支援
し え ん

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
ひょう

 就学
しゅうがく

・就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

                            （単位
た ん い

：％） 

 全
体

ぜ
ん
た
い 

一
日
中

い
ち
に
ち
じ
ゅ
う

、
家 い

え

に
い
る
（
働

は
た
ら

い
て
い
な
い
） 

常

勤

じ
ょ
う
き
ん

で
働

は
た
ら

い
て
い
る 

パ
ー
ト
・臨
時
雇
用

り

ん

じ

こ

よ

う

で
働

は
た
ら

い
て
い
る 

家い
え

の
仕
事

し

ご

と

や
内
職

な
い
し
ょ
く

を
し
て
い
る 

施
設

し

せ

つ

で
働

は
た
ら

い
て
い
る
・
日
中

に
っ
ち
ゅ
う

活
動

か
つ
ど
う

を
し
て

い
る 

就
学

し
ゅ
う
が
く

ま
た
は
保
育
中

ほ
い
く
ち
ゅ
う 

入
院
中

に
ゅ
う
い
ん
ち
ゅ
う

で
あ
る 

入
所

に
ゅ
う
し
ょ

施
設

し

せ

つ

で
生
活

せ
い
か
つ

し
て
い
る 

そ
の
他た 

不
明

ふ

め

い 

H22調査
ちょう さ

 100.0 51.6 6.0 4.7 6.6 7.5 4.6 2.1 5.4 7.0 4.5 

H13調査
ちょう さ

 100.0 40.9 9.9 3.5 9.0 7.3 5.0 1.7 2.4 8.7 11.7 

 

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

アンケート結果
け っ か

によると、 障害者
しょうがいしゃ

の

就学
しゅうがく

・就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

は、図表
ずひょう

のとおりとな

っています。平成
へいせい

13年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

に比
くら

べて、何
なん

らかの仕事
し ご と

に就
つ

いている人
ひと

の比率
ひ り つ

が低下
て い か

しています。 

就学
しゅうがく

から就労
しゅうろう

に向
む

けて、将来的
しょうらいてき

に自立
じ り つ

した生活
せいかつ

をおくるため、また、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を

促進
そくしん

するための支援
し え ん

が求
もと

められます。 

 

問
とい

13就学
しゅうがく

状 況
じょうきょう

 件数
けんすう

＝717（単数
たんすう

回答
かいとう

） 

入 院 中
にゅういんちゅう

である 
2.1% 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

で 

生活
せいかつ

している 
5.4% 

不明
ふ め い

 
4.5% 

その他
た

 
7.0% 

就学
しゅうがく

または 保育中
ほいくちゅう

 
4.6% 

施設
し せ つ

で働
はたら

いている 

・日中
にっちゅう

活動
かつどう

を 
している 

7.5% 

家
いえ

の仕事
し ご と

や 

内
ない

職
しょく

をしている 
6.6% 

常勤
じょうきん

で 

働
はたら

いている 
6.0% 

パート・ 

臨時雇用
り ん じ こ よ う

で 

働
はたら

いている 
4.7% 

一日中
いちにちじゅう

、 
家
いえ

にいる 

（働
はたら

いて 
いない） 
51.6% 
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＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が、できる限
かぎ

り身近
み ぢ か

な環境
かんきょう

で適切
てきせつ

な療育
りょういく

を受
う

けられるように、

在宅
ざいたく

生活
せいかつ

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。また、障害
しょうがい

のある子
こ

ども一人
ひ と り

ひとりに応
おう

じ

た生涯
しょうがい

にわたって支援
し え ん

できるよう、相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

、就 業
しゅうぎょう

支援
し え ん

活動
かつどう

の支援
し え ん

な

どに努
つと

めます。 

 

①進路
し ん ろ

指導
し ど う

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

  

 生涯
しょうがい

を見通
み と お

した進路
し ん ろ

の検討
けんとう

を進
すす

め、家庭
か て い

や地域
ち い き

とともに 自
みずか

らの進路
し ん ろ

を切
き

り

開
ひら

く力
ちから

を育
そだ

てる指導
し ど う

を充実
じゅうじつ

させることにより、個性
こ せ い

に応
おう

じた積極的
せっきょくてき

な進路
し ん ろ

選択
せんたく

を支援
し え ん

することはとても重要
じゅうよう

です。障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター・

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

・障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

・相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

・学校
がっこう

・行政
ぎょうせい

機関
き か ん

・ハロー

ワーク・企業
きぎょう

等
など

の連携
れんけい

を強化
きょうか

し、障害
しょうがい

のある子
こ

どもの状 況
じょうきょう

に適
てき

した進路
し ん ろ

指導
し ど う

を行
おこな

います。 

 また、進路
し ん ろ

指導
し ど う

、職 業
しょくぎょう

体験
たいけん

など、早期
そ う き

からの就労
しゅうろう

支援
し え ん

を行
おこな

うなど、障害
しょうがい

のある子
こ

どもの将来
しょうらい

の選択
せんたく

の幅
はば

を広
ひろ

げ、職 業 的
しょくぎょうてき

自立
じ り つ

を促
うなが

す指導
し ど う

に努
つと

めます。 

 

②一貫
いっかん

した相談
そうだん

体制
たいせい

の連携
れんけい

 

 障害
しょうがい

のある子
こ

ども一人
ひ と り

ひとりの成長
せいちょう

に応
おう

じて一貫
いっかん

した相談
そうだん

が行
おこな

えるよう、

保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

などとの間
あいだ

で連携
れんけい

を図
はか

りま

す。      

また、進路
し ん ろ

指導
し ど う

や就学
しゅうがく

時
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

との連携
れんけい

を図
はか

り、生涯
しょうがい

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

に

つながる支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

③支援
し え ん

ネットワークの構築
こうちく

 

 行政
ぎょうせい

、福祉
ふ く し

関係
かんけい

機関
き か ん

、教育
きょういく

、企業
きぎょう

などが連携
れんけい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

と就労
しゅうろう

の支援
し え ん

を進
すす

めるため、圏域
けんいき

でのネットワーク化
か

を検討
けんとう

します。障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

に、就学
しゅうがく

時
じ

だけでなく、就労
しゅうろう

時
じ

においても継続
けいぞく

した支援
し え ん

を行
おこな

い、

生活
せいかつ

の自立
じ り つ

を促進
そくしん

します。 

●就労
しゅうろう

や趣味
し ゅ み

等
など

に関
かん

する様々
さまざま

な実例
じつれい

および提言
ていげん

（サービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

ヒアリングから） 

 ・障害
しょうがい

のある人
ひと

の趣味
し ゅ み

を拡
ひろ

げるためには、移動
い ど う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

などとの連携
れんけい

が必要
ひつよう

。 

 ・利用者
りよ うしゃ

の需要
じゅよう

に応
こた

える学習
がくしゅう

や作業
さぎょう

を行
おこな

っているが、パソコンは台数
だいすう

不足
ふ そ く

。 

 ・一般
いっぱん

就労
しゅうろう

希望者
きぼ うしゃ

には就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の斡旋
あっせん

をしているサービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

もあれば、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

にこだわることなく多様
た よ う

な働
はたら

く場
ば

を準備
じゅんび

し提供
ていきょう

するための体験
たいけん

や見学
けんがく

を行
おこな

っている

事
じ

業者
ぎょうしゃ

もある。 

 ・相談
そうだん

支援
し え ん

センターとしての就労
しゅうろう

支援
し え ん

は就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターや就労
しゅうろう

移行
い こ う

事業所
じぎょうしょ

との

連携
れんけい

を基本
き ほ ん

としている。趣味
し ゅ み

に関
かん

することはガイドヘルプを中心
ちゅうしん

に組
く

み立
た

てている。 
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２ 生
い

きがいを持
も

って働
はたら

くために  

（１）働
はたら

く場
ば

の確保
か く ほ

   

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

から 20～50歳代
さいだい

の就学
しゅうがく

・就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

についてみると、

「常勤
じょうきん

で働
はたら

いている」、「パート・臨時雇用
り ん じ こ よ う

で働
はたら

いている」、「家
いえ

の仕事
し ご と

や内職
ないしょく

をしている」を合
あ

わせて３割
わり

強
きょう

の人
ひと

が何
なん

らかの仕事
し ご と

をしています。 

 平成
へいせい

13年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

に比
くら

べて、「施設
し せ つ

で働
はたら

いている・日中
にっちゅう

活動
かつどう

をしている」の比率
ひ り つ

が 上 昇
じょうしょう

しています。多様
た よ う

な 働
はたら

き方
かた

の可能性
かのうせい

を探
さぐ

り、障害者
しょうがいしゃ

のための雇用
こ よ う

を

確保
か く ほ

していくことが課題
か だ い

となっています。 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

表
ひょう

 就学
しゅうがく

・就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

（20～50歳代
さいだい

の比較
ひ か く

）                 （単位
た ん い

：人
にん

、％） 

  

全
体

ぜ
ん
た
い 

一
日
中

い
ち
に
ち
じ
ゅ
う

、
家 い

え

に
い
る
（
働

は
た
ら

い
て
い
な
い
） 

常

勤

じ
ょ
う
き
ん

で
働

は
た
ら

い
て
い
る 

パ
ー
ト
・臨
時
雇
用

り

ん

じ

こ

よ

う

で
働

は
た
ら

い
て
い
る 

家い
え

の
仕
事

し

ご

と

や
内
職

な
い
し
ょ
く

を
し
て
い
る 

施
設

し

せ

つ

で
働

は
た
ら

い
て
い
る
・
日
中

に
っ
ち
ゅ
う

活
動

か
つ
ど
う

を
し
て

い
る 

就
学

し
ゅ
う
が
く

ま
た
は
保
育
中

ほ
い
く
ち
ゅ
う 

入
院
中

に
ゅ
う
い
ん
ち
ゅ
う

で
あ
る 

入
所

に
ゅ
う
し
ょ

施
設

し

せ

つ

で
生
活

せ
い
か
つ

し
て
い
る 

そ
の
他た 

不
明

ふ

め

い 

H22調査
ちょう さ

 
187 56 31 19 9 49 3 3 6 8 3 

100.0 29.9 16.6 10.2 4.8 26.2 1.6 1.6 3.2 4.3 1.6 

H13調査
ちょう さ

 
243 60 55 11 12 39 32 4 5 9 16 

100.0 24.7 22.6 4.5 4.9 16.0 13.2 1.6 2.1 3.7 6.6 

 

 

問
とい

13就学
しゅうがく

・就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

（20～50歳代
さいだい

） 件数
けんすう

＝187 

（単数
たんすう

回答
かいとう

） 

一日中
いちにちじゅう

、 

家
いえ

にいる 

（働
はたら

いて 
いない） 
29.9% 

パート・ 

臨時雇用
り ん じ こ よ う

で 

働
はたら

いている 
10.2% 

常勤
じょうきん

で 

働
はたら

いている 
16.6% 

家
いえ

の仕事
し ご と

や 

内職
ないしょく

をしている 
4.8% 

施設
し せ つ

で働
はたら

いている 

・日中
にっちゅう

活動
かつどう

をしている 

 
 26.2% 

就学
しゅうがく

または 

保育中
ほいくちゅう

 
1.6% 

その他
た

 
4.3% 

不明
ふ め い

 
1.6% 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

で生活
せいかつ

 
している 

3.2% 
入 院 中
にゅういんちゅう

である 
1.6% 
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＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

であるノーマライゼーションの実現
じつげん

のためには、障害
しょうがい

のある人
ひと

がその希望
き ぼ う

に応
おう

じて可能
か の う

な限
かぎ

り 働
はたら

くことができるようにすることが

重要
じゅうよう

です。 

 そのため、啓発
けいはつ

活動
かつどう

や障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する働
はたら

く機会
き か い

の拡大
かくだい

と働
はたら

き続
つづ

けられ

る支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、雇用
こ よ う

の拡大
かくだい

を促進
そくしん

します。 

 また、一般
いっぱん

企業
きぎょう

などで働
はたら

くことが難
むずか

しい障害
しょうがい

のある人
ひと

が、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で就労
しゅうろう

できるように、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の場
ば

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

①障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の理解
り か い

と啓発
けいはつ

 

 障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

をはかり、雇用率
こようりつ

未達成
みたっせい

企業
きぎょう

の解消
かいしょう

を促進
そくしん

します。 

 また、毎年
まいとし

９月
がつ

の障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

支援
し え ん

月間
げっかん

を中心
ちゅうしん

に、障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

の

促進
そくしん

を図
はか

るための啓発
けいはつ

活動
かつどう

を積極的
せっきょくてき

に行
おこな

います。 

 さらに、企業
きぎょう

における障害
しょうがい

のある人
ひと

への理解
り か い

と啓発
けいはつ

を深
ふか

めるための福祉
ふ く し

教育
きょういく

・研修
けんしゅう

等
など

の実施
じ っ し

を支援
し え ん

します。 

 

②職
しょく

親
おや

制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

 

 知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

が一定
いってい

期間
き か ん

、事業
じぎょう

経営者
けいえいしゃ

の元
もと

で生活
せいかつ

し、職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を受
う

け

て一般
いっぱん

雇用
こ よ う

をめざす職
しょく

親
おや

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

 

③障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスにおける支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

や、豊
ゆた

かな日中
にっちゅう

活動
かつどう

を行
おこな

うために必要
ひつよう

なサービス

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

支援
し え ん

を行
おこな

うことにより多様
た よ う

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

します。 

 一般
いっぱん

企業
きぎょう

への就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な人
ひと

に対
たい

して、働
はたら

く場
ば

を提供
ていきょう

するとともに、知識
ち し き

及
およ

び能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

う、「就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

」を推進
すいしん

します。 

 

④福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の支援
し え ん

 

 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
など

への通所
つうしょ

に要
よう

する交通費
こうつうひ

の補助
ほ じ ょ

等
など

を行
おこな

う等
など

、就労
しゅうろう

場所
ば し ょ

の

選択肢
せんたくし

の拡大
かくだい

を支援
し え ん

します。 

 また、産業
さんぎょう

や福祉
ふ く し

、ＮＰＯ法人
ほうじん

等
など

の関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

が作製
さくせい

した製品
せいひん

のＰＲ及
およ

び販売
はんばい

を支援
し え ん

します。 

 さらに、それぞれの就労
しゅうろう

場所
ば し ょ

に応
おう

じて、その風土
ふ う ど

や特徴
とくちょう

を生
い

かした仕事
し ご と

に取
と

り組
く

むため、地域
ち い き

との交流
こうりゅう

、連携
れんけい

を促進
そくしん

します。 
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（２）関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

と多様
た よ う

な就 労
しゅうろう

機会
き か い

の創 出
そうしゅつ

   

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

を障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、「何
なん

らかの仕事
し ご と

に就
つ

いている人
ひと

（常勤
じょうきん

、パート・臨時雇用
り ん じ こ よ う

、内職
ないしょく

の合計
ごうけい

）」の比率
ひ り つ

は、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

が最
もっと

も高
たか

く

なっています。一方
いっぽう

、「施設
し せ つ

で働
はたら

いている・日中
にっちゅう

活動
かつどう

をしている」では、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の比率
ひ り つ

が高
たか

くなっています。 

前項
ぜんこう

でも述
の

べたように、本町
ほんちょう

の傾向
けいこう

を把握
は あ く

し就労
しゅうろう

機会
き か い

や日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を

拡大
かくだい

するため、多様
た よ う

な形態
けいたい

を模索
も さ く

し提供
ていきょう

していくための支援
し え ん

が必要
ひつよう

となります。 

 

表
ひょう

 就学
しゅうがく

・就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

（20～50歳代
さいだい

の比較
ひ か く

）               （単位
た ん い

：人
にん

、％） 

  

全
体

ぜ
ん
た
い 

一
日
中

い
ち
に
ち
じ
ゅ
う

、
家 い

え

に
い
る
（
働

は
た
ら

い
て
い
な
い
） 

常

勤

じ
ょ
う
き
ん

で
働

は
た
ら

い
て
い
る 

パ
ー
ト
・臨
時
雇
用

り

ん

じ

こ

よ

う

で
働

は
た
ら

い
て
い
る 

家い
え

の
仕
事

し

ご

と

や
内
職

な
い
し
ょ
く

を
し
て
い
る 

施
設

し

せ

つ

で
働

は
た
ら

い
て
い
る
・
日
中

に
っ
ち
ゅ
う

活
動

か
つ
ど
う

を
し
て

い
る 

就
学

し
ゅ
う
が
く

ま
た
は
保
育
中

ほ
い
く
ち
ゅ
う 

入
院
中

に
ゅ
う
い
ん
ち
ゅ
う

で
あ
る 

入
所

に
ゅ
う
し
ょ

施
設

し

せ

つ

で
生
活

せ
い
か
つ

し
て
い
る 

そ
の
他た 

不
明

ふ

め

い 

合計
ごうけい

 
187 56 31 19 9 49 3 3 6 8 3 

100.0 29.9 16.6 10.2 4.8 26.2 1.6 1.6 3.2 4.3 1.6 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 

51 20 11 6 3 7 0 0 0 3 1 

100.0 39.2 21.6 11.8 5.9 13.7 0.0 0.0 0.0 5.9 2.0 

療育
りょういく

手帳
てちょう

 
37 1 4 2 0 24 3 0 0 2 1 

100.0 2.7 10.8 5.4 0.0 64.9 8.1 0.0 0.0 5.4 2.7 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 

15 8 1 3 0 3 0 0 0 0 0 

100.0 53.3 6.7 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

不明
ふ め い

 
90 27 15 8 6 21 0 3 6 3 1 

100.0 30.0 16.7 8.9 6.7 23.3 0.0 3.3 6.7 3.3 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●就労
しゅうろう

支援
し え ん

や趣味
し ゅ み

に関
かん

する取
と

り組
く

み例
れい

（サービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

ヒアリング結果
け っ か

から） 

 ・自治体
じ ち た い

から受託
じゅたく

している公園
こうえん

清掃
せいそう

や除草
じょそう

などの作業
さぎょう

で「働
はたら

く」ことを目的
もくてき

に

した事業所
じぎょうしょ

として、挨拶
あいさつ

や道具
ど う ぐ

の手入
て い

れなどを徹底
てってい

している。 

 ・町内
ちょうない

のボランティアサークルへの参加
さ ん か

により、同年代
どうねんだい

同士
ど う し

での作業
さぎょう

やボラン

ティア活動
かつどう

の機会
き か い

づくりを行
おこな

っている。 

 ・軽度
け い ど

の知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

たちの当事者
とう じしゃ

活動
かつどう

を行
おこな

い、休日
きゅうじつ

の過
す

ごし方
かた

など、

横
よこ

のつながりを作
つく

っている。 

・京都府
きょ うとふ

ゆめこうば支援
し え ん

事業
じぎょう

（就労
しゅうろう

訓練
くんれん

支援
し え ん

事業
じぎょう

）の実施
じ っ し

に向
む

けて、取
と

り組
く

んで

いる。 

 ・京都府
きょ うとふ

ジョブカフェと連携
れんけい

してがんばっている人
ひと

がいる。 
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＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

地域
ち い き

資源
し げ ん

を最大限
さいだいげん

に活用
かつよう

し、障害者
しょうがいしゃ

、高齢者
こうれいしゃ

がともに協 力
きょうりょく

し合
あ

い、助
たす

け合
あ

う

新
あら

たな就労
しゅうろう

と雇用
こ よ う

の芽
め

を育
そだ

てていきます。行政
ぎょうせい

をはじめ支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、民間
みんかん

企業
きぎょう

等
など

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、啓発
けいはつ

活動
かつどう

や障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する就労前後
しゅうろうぜんご

の支援
し え ん

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

り、雇用
こ よ う

の拡大
かくだい

を促進
そくしん

します。 

 

①ハローワークとの連携
れんけい

 

 ハローワークや支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

を図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

試行
し こ う

雇用
こ よ う

事業
じぎょう

（トライア

ル雇用
こ よ う

事業
じぎょう

）を活用
かつよう

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

を一定
いってい

期間
き か ん

、試行的
しこうてき

に雇用
こ よ う

する機会
き か い

を

提供
ていきょう

して本格的
ほんかくてき

な雇用
こ よ う

に取
と

り組
く

むきっかけづくりを推進
すいしん

します。 

 また、企業
きぎょう

や事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

して各種
かくしゅ

助成
じょせい

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

及
およ

び活用
かつよう

を促進
そくしん

し、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

の雇用
こ よ う

に関
かん

する相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

②障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターの活用
かつよう

 

 障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

を促進
そくしん

するため、障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターと関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

します。 

 

③職場
しょくば

への定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

 職場
しょくば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

（ジョブコーチ）1制度
せ い ど

の周知
しゅうち

、啓発
けいはつ

を図
はか

ることにより、障害
しょうがい

のある人
ひと

の職場
しょくば

への定着
ていちゃく

を支援
し え ん

します。 

 

④教育
きょういく

・福祉
ふ く し

との連携
れんけい

体制
たいせい

 

 新
あら

たに各種
かくしゅ

学校
がっこう

を卒業
そつぎょう

する障害
しょうがい

のある人
ひと

や、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスによる

就労
しゅうろう

支援
し え ん

を受
う

けている人
ひと

などに、就労
しゅうろう

の機会
き か い

を広
ひろ

げるため、教育
きょういく

機関
き か ん

やサー

ビス事業所
じぎょうしょ

、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていしょ

等
など

との連携
れんけい

を図
はか

ります。 

 

⑤難病
なんびょう

対策
たいさく

推進
すいしん

事業
じぎょう

の保健所
ほけんしょ

との連携
れんけい

 

 難病
なんびょう

の人々
ひとびと

やその家族
か ぞ く

の相談
そうだん

に応
おう

じるほか、専門
せんもん

の相談会
そうだんかい

の紹介
しょうかい

や在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します。また難病
なんびょう

の人々
ひとびと

の療養
りょうよう

生活
せいかつ

への支援
し え ん

を円滑
えんかつ

に行
おこな

うた

め、保健所
ほけんしょ

との連携
れんけい

を進
すす

めていきます。 

 

（３）生
い

きがいづくりの促進
そくしん

   

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

働
はたら

きがいや生
い

きがいのように、主体的
しゅたいてき

な行動
こうどう

にやりがいを持
も

つことは、生
い

き

る上
うえ

での大切
たいせつ

な要素
よ う そ

となります。活動
かつどう

状 況
じょうきょう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

について、アンケート

                                                   
1 ジョブコーチ：職場

し ょ くば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

。障害者
しょうがいしゃ

が職場
し ょ くば

に適応
てきおう

できるように、新
あら

たに就職
しゅうしょく

する際
さい

の支援
し え ん

だけで

なく、雇用後
こ よ う ご

の職場
し ょ くば

適応
てきおう

支援
し え ん

も行
おこな

う。障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

に加
くわ

え、事業
じぎょう

主
ぬし

や職場
し ょ くば

の従業員
じゅうぎょういん

に対
たい

して

も職場
し ょ くば

適応
てきおう

に必要
ひつよう

な助言
じょげん

を行
おこな

う。 
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結果
け っ か

から、普段
ふ だ ん

の一週間
いっしゅうかん

の外出
がいしゅつ

頻度
ひ ん ど

を参考
さんこう

にみると、約
やく

６割
わり

の人
ひと

が一日
いちにち

おき

程度
て い ど

で外出
がいしゅつ

していることがわかります。さらに、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみると、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の外出
がいしゅつ

頻度
ひ ん ど

がやや多
おお

い傾向
けいこう

です。 

通院
つういん

・通所
つうしょ

だけでなく趣味
し ゅ み

や就労
しゅうろう

等
など

、障害者
しょうがいしゃ

が何
なん

らかの目的
もくてき

で外出
がいしゅつ

し、生
い

き

がいを持
も

てるような支援
し え ん

が求
もと

められます。 

 

表
ひょう

 外出
がいしゅつ

頻度
ひ ん ど

                      （単位
た ん い

：％） 
 

全体
ぜんたい

 ほぼ毎日
まいにち

 
週
しゅう

に３回
かい

 

ぐらい 

週
しゅう

に１回
かい

 

ぐらい 

ほとんど

外出
がいしゅつ

しない 
不明
ふ め い

 

H22調査
ちょう さ

 100.0 33.3 25.7 18.4 16.3 6.3 

H13調査
ちょう さ

 100.0 27.3 20.8 17.5 16.9 17.5 

 

表
ひょう

 外出
がいしゅつ

頻度
ひ ん ど

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

）                 （単位
た ん い

：人
にん

、％） 

  
全体
ぜんたい

 ほぼ毎日
まいにち

 
週
しゅう

に３回
かい

 

ぐらい 

週
しゅう

に１回
かい

 

ぐらい 

ほとんど

外出
がいしゅつ

しない 
不明
ふ め い

 

合計
ごうけい

 
717 239 184 132 117 45 

100.0 33.3 25.7 18.4 16.3 6.3 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 
230 75 66 41 36 12 

100.0 32.6 28.7 17.8 15.7 5.2 

療育
りょういく

手帳
てちょう

 
62 43 4 9 2 4 

100.0 69.4 6.5 14.5 3.2 6.5 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 

18 8 2 4 4 0 

100.0 44.4 11.1 22.2 22.2 0.0 

不明
ふ め い

 
415 117 113 80 75 30 

100.0 28.2 27.2 19.3 18.1 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

をより豊
ゆた

かなものにし、自己
じ こ

実現
じつげん

を図
はか

ることができるよう

にするため、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、気
き

の合
あ

う仲間
な か ま

や自分
じ ぶ ん

を理解
り か い

してくれる

仲間
な か ま

づくりを支援
し え ん

するとともに、ゆとりやうるおいのある生活
せいかつ

を送
おく

ることができ

るように、スポーツ・レクリエーション活動
かつどう

や芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の促進
そくしん

を図
はか

ります。

また、心
こころ

の躍動
やくどう

する瞬間
しゅんかん

を、障害
しょうがい

のあるすべての人々
ひとびと

に伝
つた

える取
と

り組
く

みも大切
たいせつ

です。 

 

●意見
い け ん

・要望
ようぼう

（団体
だんたい

ヒアリングから） 

 ・親
おや

の会
かい

として、障害
しょうがい

のある子
こ

どもが精華町
せいかちょう

の子
こ

どもとして成長
せいちょう

し教育
きょういく

を受
う

け

放課後
ほ う か ご

を楽
たの

しく過
す

ごし、就労
しゅうろう

して働
はたら

く喜
よろこ

びを感
かん

じ、一人
ひ と り

の町民
ちょうみん

として社会
しゃかい

参加
さ ん か

でき

るようにご理解
り か い

・ご協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いしたい。 
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３ すこやかなくらしのために 

（１）保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービスの充 実
じゅうじつ

 

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

アンケート調査
ちょうさ

によると、回答者
かいとうしゃ

の３割弱
わりじゃく

が「リハビリや生活
せいかつ

訓練
くんれん

を受療
じゅりょう

し

ている」と答
こた

えています。平成
へいせい

13年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

との比較
ひ か く

では、受療者
じゅりょうしゃ

が増
ふ

えています。 

 また、回答者
かいとうしゃ

の 75.9％が健康
けんこう

診断
しんだん

を受診
じゅしん

しています。平成
へいせい

13年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

との比較
ひ か く

では、受診者
じゅしんしゃ

は横
よこ

ばいとなっており、さらに受診率
じゅしんりつ

を向上
こうじょう

させていく必要
ひつよう

があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表
ひょう

 リハビリや生活
せいかつ

訓練
くんれん

の受療
じゅりょう

             （単位
た ん い

：％） 
 

全体
ぜんたい

 受
う

けている 
必要
ひつよう

だが受
う

けていない 
必要
ひつよう

はない その他
た

 不明
ふ め い

 

H22調査
ちょう さ

 100.0 28.3 14.2 43.1 5.9 8.5 

H13調査
ちょう さ

 100.0 20.5 19.4 39.4 10.3 10.4 

 

 表
ひょう

 健康
けんこう

診断
しんだん

の受診
じゅしん

                           （単位
た ん い

：％） 

 

全体
ぜんたい

 
医療
いり ょ う

機関
き か ん

で

受
う

けている 

職場
し ょ くば

で 

受
う

けている 

学校
がっこう

で 

受
う

けている 

町
ちょう

の健康
けんこう

診断
しんだん

を 

受
う

けている 

その他
た

 
受
う

けて 

いない 
不明
ふ め い

 

H22調査
ちょう さ

 100.0 51.3 10.9 3.5 10.2 3.6 15.9 4.6 

H13調査
ちょう さ

 100.0 53.2 9.6 3.9 9.0 3.9 13.1 7.3 

 

 

 

●意見
い け ん

等
など

（サービス提供者
ていきょうしゃ

ヒアリング結果
け っ か

、自由
じ ゆ う

意見
い け ん

から） 

 ・難病
なんびょう

の人
ひと

や障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の対象
たいしょう

にならない人
ひと

たちへの支援
し え ん

について、制度
せ い ど

か

ら漏
も

れている人
ひと

で困
こま

っている人
ひと

たちに、どのように対応
たいおう

していくかが課題
か だ い

となる。 

問
とい

9健康
けんこう

診断
しんだん

の受診
じゅしん

 件数
けんすう

=717 

（単数
たんすう

回答
かいとう

） 

 
不明
ふめい

 

4.6% 受
う

けていない 

 

 
15.9% 

その他
た

 

3.6% 

町
ちょう

の健康
けんこう

診断
しんだん

 

 

 

を受
う

けている 

10.2% 

医療
いりょう

機関
きかん

で 

受
う

けている 

51.3% 

学校
がっこう

で 

受
う

けている 

3.5% 

職場
しょくば

で 

受
う

けている 

10.9% 

問
とい

8リハビリや生活
せいかつ

訓練
くんれん

の受療
じゅりょう

 件数
けんすう

=717

（単数
たんすう

回答
かいとう

） 

 

不明
ふ め い

 
8.5% 

その他
た

 
5.9% 

受
う

けている 
28.3% 

必要
ひつよう

はない 
43.1% 

必要
ひつよう

だが 

受
う

けて 
いない 
14.2% 
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＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害
しょうがい

の予防
よ ぼ う

、早期
そ う き

発見
はっけん

のために、食生活
しょくせいかつ

、運動
うんどう

、休養
きゅうよう

のバランスのよい生活
せいかつ

を日常的
にちじょうてき

に送
おく

ることができるように、意識
い し き

づけるとともに、特
とく

に要介護
ようかいご

等
など

認定
にんてい

の

原因
げんいん

の多
おお

くを占
し

める脳
のう

卒中
そっちゅう

や脳
のう

梗塞
こうそく

、関節
かんせつ

疾患
しっかん

、糖 尿 病
とうにょうびょう

等
など

の生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の

予防
よ ぼ う

に結
むす

びついた健康
けんこう

づくり対策
たいさく

を進
すす

めます。 

   高齢
こうれい

となった障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

については、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

などのサービスを

利用
り よ う

するほか、日中
にっちゅう

活動
かつどう

や生活
せいかつ

の場
ば

への支援
し え ん

について必要性
ひつようせい

を検討
けんとう

していきま

す。 

 また、障害
しょうがい

のある人
ひと

のための医療
いりょう

、リハビリテーション医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

は、障害
しょうがい

の軽減
けいげん

を図
はか

り、障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

を促進
そくしん

する上
うえ

で不可欠
ふ か け つ

であることから、関係
かんけい

機関
き か ん

等
など

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、人材
じんざい

の育成
いくせい

に努
つと

めます。 

 

①健康診査
けんこうしんさ

の充実
じゅうじつ

 

 疾病
しっぺい

及
およ

び障害
しょうがい

の発生
はっせい

を未然
み ぜ ん

に防
ふせ

ぎ、健康
けんこう

づくりを支援
し え ん

するため、健康診査
けんこうしんさ

の

充実
じゅうじつ

に努
つと

めるとともに、受診
じゅしん

を働
はたら

きかけます。 

 健
けん

診後
し ん ご

のフォロー体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

め、早期
そ う き

治療
ちりょう

へとつなげます。 

 

②生涯
しょうがい

を通
つう

じた健康
けんこう

づくりの推進
すいしん

 

 健康
けんこう

増進
ぞうしん

計画
けいかく

などと連携
れんけい

を図
はか

り、乳幼児期
にゅうようじき

から高齢期
こうれいき

までの年代
ねんだい

ごとの課題
か だ い

に応
おう

じた健康
けんこう

づくりを推進
すいしん

します。 

 

③医療費
いりょうひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

の実施
じ っ し

 

 障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

による、自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

の給付
きゅうふ

を実施
じ っ し

しています。 

 また、福祉
ふ く し

医療費
いりょうひ

についても、有益
ゆうえき

な実施
じ っ し

となるよう努
つと

めています。 

 

④医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

 医師会
い し か い

、歯科
し か

医師会
い し か い

との連携
れんけい

のもと、休日
きゅうじつ

や夜間
や か ん

を含
ふく

め、住民
じゅうみん

が必要
ひつよう

な時
とき

に

適切
てきせつ

な治療
ちりょう

を受
う

けることができるように、医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 

⑤難病
なんびょう

患者
かんじゃ

への支援
し え ん

 

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

とその家族
か ぞ く

の療 養 上
りょうようじょう

の不安
ふ あ ん

や介護
か い ご

の負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するなど、適切
てきせつ

な

在宅
ざいたく

支援
し え ん

を行
おこな

うため、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の連携
れんけい

に努
つと

めます。 

 

⑥精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
せ さ く

の推進
すいしん

 

 精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

に対
たい

する相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 専門
せんもん

の医療
いりょう

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、精神
せいしん

疾患
しっかん

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

に努
つと

めるととも

に、円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

に向
む

けた支援
し え ん

に努
つと

めます。 

 



37 

 

  

（２）生 涯
しょうがい

にわたる障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

と早期
そ う き

対応
たいおう

 

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

生涯
しょうがい

にわたる健康
けんこう

づくりの推進
すいしん

のためにも、障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

とその対応
たいおう

は

重要
じゅうよう

です。前項
ぜんこう

で述
の

べたように定期的
ていきてき

な健
けん

診
しん

受診
じゅしん

の必要性
ひつようせい

を啓発
けいはつ

していくととも

に、普段
ふ だ ん

から「かかりつけ医
い

」を持
も

っておくことも大切
たいせつ

です。 

  アンケート結果
け っ か

をみても、平成
へいせい

13年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

に比
くら

べて、かかりつけ医
い

を持
も

ってい

る人
ひと

が増加
ぞ う か

しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表
ひょう

 かかりつけ医師
い し

の有無
う む

        （単位
た ん い

：％） 
 

全体
ぜんたい

 
かかりつけの

医師
い し

がいる 

かかりつけの

医師
い し

はいない 
不明
ふ め い

 

H22調査
ちょう さ

 100.0 86.8 11.4 1.8 

H13調査
ちょう さ

 100.0 74.8 20.5 4.7 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害
しょうがい

の発生
はっせい

予防
よ ぼ う

・早期
そ う き

発見
はっけん

のため、乳幼児期
にゅうようじき

から高齢期
こうれいき

まで、すべてのライフ

ステージに応
おう

じた健康
けんこう

づくりを支援
し え ん

します。 

 また、若
じゃく

年期
ね ん き

からの健康
けんこう

づくりに留意
りゅうい

し、老齢期
ろうれいき

における能力
のうりょく

の低下
て い か

などを

予防
よ ぼ う

するとともに、障害
しょうがい

の予防
よ ぼ う

に資
し

するよう努
つと

めます。 

かかりつけ 
の医師

い し

は 
いない 
11.4% 

不明
ふ め い

 
1.8% 

かかりつけ  

86.8% 

かかりつけ 

の歯科
し か

医師
い し

 

がいる 
71.3% 

不明
ふ め い

 
2.9% 

かかりつけ 
の歯科

し か

医師
い し

 
はいない 
25.8% 

問
とい

11かかりつけ医師
い し

の有無
う む

 件数
けんすう

=717

（単数
たんすう

回答
かいとう

） 

 

問
とい

12かかりつけ歯科
し か

医師
い し

の有無
う む

 件数
けんすう

=717

（単数
たんすう

回答
かいとう

） 

 

の医師
い し

がいる 
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４ 自立
じ り つ

した生活
せいかつ

をおくるために  

（１）総合的
そうごうてき

な生活
せいかつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

  

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

アンケート調査
ちょうさ

で、障害
しょうがい

のある人
ひと

と、障害
しょうがい

のある人
ひと

の介助者
かいじょしゃ

に希望
き ぼ う

するサー

ビスをたずねたところ、下記
か き

のような結果
け っ か

が得
え

られました。この結果
け っ か

を踏
ふ

まえて、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

を支援
し え ん

していくため、各種
かくしゅ

サービスの充実
じゅうじつ

が求
もと

められてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「生活
せいかつ

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

」アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

（自由
じ ゆ う

意見
い け ん

）から 

 ・介助者
かいじょしゃ

の入院
にゅういん

や突発的
とっぱつてき

な外出
がいしゅつ

時
じ

に、食事
しょくじ

を届
とど

けてくれるサービス 

 ・毎日
まいにち

の家事
か じ

を手伝
て つ だ

ってくれる人
ひと

、必要
ひつよう

な時
とき

に自由
じ ゆ う

にお願
ねが

いできる人
ひと

 

 ・緊急
きんきゅう

時
じ

に 24時間
じ か ん

いつでも対応
たいおう

してくれる場所
ば し ょ

 

 ・共
とも

働
ばたら

き両親
りょうしん

のために、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

だけを預
あず

かってくれる場所
ば し ょ

 

31.0 

21.9 

19.8 

9.9 

0.8 

5.8 

23.6 

20.2 

14.4 

13.7 

12.7 

10.7 

1.1 

6.0 

15.3 

25.2 

17.4 

36.4 

46.3 

19.0 

7.0 

12.7 

0 10 20 30 40 50（%） 

緊急
きんきゅう

時
じ

に利用
り よ う

できるｼｮｰﾄｽﾃｲ 

外出
がいしゅつ

支援
し え ん

のｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰや移送
い そ う

ｻｰﾋﾞｽ 

専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

にのってくれる場所
ば し ょ

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

介助
かいじょ

のﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 

相談
そうだん

やｻｰﾋﾞｽを紹介
しょうかい

してくれるｻｰﾋﾞｽ 

金銭的
きんせんてき

な支援
し え ん

 

外出
がいしゅつ

したくなる友人
ゆうじん

などの広
ひろ

がり 

親
おや

などが亡
な

き後
あと

の金銭
きんせん

管理
か ん り

や財産
ざいさん

管理
か ん り

の支援
し え ん

 

金銭
きんせん

や人権
じんけん

侵害
しんがい

に対応
たいおう

してくれる場所
ば し ょ

 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

のｻｰﾋﾞｽ 

その他
た

 

介助者
かいじょしゃ

 件数
けんすう

=242 

障害者
しょうがいしゃ

 件数
けんすう

=717 

問
とい

19 ｻｰﾋﾞｽ利用
りよう

の希望
きぼう
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＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、サービスを利用
り よ う

し地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るために、必要
ひつよう

と

するサービスを適切
てきせつ

に選択
せんたく

し、自分
じ ぶ ん

で決
き

められるようにする必要
ひつよう

があります。 

 そのために、相談
そうだん

内容
ないよう

によりどこに行
い

けばよいのかなどを分
わ

かりやすく周知
しゅうち

する

とともに、一人
ひ と り

ひとりの状 況
じょうきょう

に対応
たいおう

できる相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

特
とく

に、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

について内容
ないよう

の周知
しゅうち

徹底
てってい

を図
はか

るとともに、どのような

サービスがあるのか、どのような利用
り よ う

の仕組
し く

みなのかなど情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を進
すす

めます。 

  

①相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

 

町
まち

役場
や く ば

における情報
じょうほう

提供
ていきょう

、相談
そうだん

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めるとともに、各関係
かくかんけい

機関
き か ん

と

連携
れんけい

して窓口
まどぐち

の明確化
めいかくか

と相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

②相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

  

町
ちょう

の関係課
かんけいか

と相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
など

が連携
れんけい

し、相談
そうだん

窓口
まどぐち

として必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の

共有
きょうゆう

と専門性
せんもんせい

の確保
か く ほ

、向上
こうじょう

を行
おこな

い相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。さらに、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

の活動
かつどう

の支援
し え ん

等
など

を行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

が身近
み ぢ か

に相談
そうだん

できる体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。今後
こ ん ご

も国
くに

の制度
せ い ど

の改正
かいせい

に伴
ともな

い地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

の拠点
きょてん

として、総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

業務
ぎょうむ

（身体
しんたい

障害
しょうがい

・知的
ち て き

障害
しょうがい

・精神
せいしん

障害
しょうがい

）

をワンストップで応
おう

じます。委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

では、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを利用
り よ う

するすべての障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）のサービス利用
り よ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

し、きめ細
こま

かな支援
し え ん

を促進
そくしん

します。また、相談
そうだん

支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

、調整
ちょうせい

のため、相談
そうだん

支援
し え ん

機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します。 

 

③地域
ち い き

における相談
そうだん

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

・知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

、民生
みんせい

・児童
じ ど う

委員
い い ん

などに対
たい

し、障害
しょうがい

につい

ての情報
じょうほう

提供
ていきょう

や研修
けんしゅう

等
など

を積極的
せっきょくてき

に行
おこな

い、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

を守
まも

るため、

地域
ち い き

での相談
そうだん

機能
き の う

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

 

④情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の多様化
た よ う か

 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

・言語
げ ん ご

障害者
しょうがいしゃ

にＦＡＸ等
など

を活用
かつよう

した情報
じょうほう

伝達
でんたつ

システムの整備
せ い び

に

よる情報
じょうほう

提供
ていきょう

を図
はか

ります。また、インターネットや携帯
けいたい

電話
で ん わ

のホームページ、

メールその他
た

、多様
た よ う

な情報
じょうほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

等
など

の活用
かつよう

なども研究
けんきゅう

し、情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 

⑤相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

あらゆる相談
そうだん

窓口
まどぐち

、相談先
そうだんさき

において連携
れんけい

を図
はか

り、情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

することで、い

つでも一貫
いっかん

した情報
じょうほう

を提供
ていきょう

できる体制
たいせい

を 整
ととの

えるとともに、個々
こ こ

に

対応
たいおう

した適切
てきせつ

な相談
そうだん

体制
たいせい

の確立
かくりつ

を図
はか

ります。 
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（２）外 出
がいしゅつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

  

 ＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

アンケート調査
ちょうさ

によると、希望
き ぼ う

するサービス利用
り よ う

についての回答
かいとう

では、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

も介助者
かいじょしゃ

も「外出
がいしゅつ

支援
し え ん

のガイドヘルパーや移送
い そ う

サービス」が上位
じょうい

にあがっ

ていました。 

また、介助者
かいじょしゃ

が困
こま

っていることの１位
い

は「外出
がいしゅつ

時
じ

の付
つ

き添
そ

い」で、過半数
かはんすう

と

なっています。買物
かいもの

や通院
つういん

など、普段
ふ だ ん

の生活
せいかつ

に欠
か

かせない外出
がいしゅつ

時
じ

の支援
し え ん

が求
もと

め

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

新
あら

たな法
ほう

制度
せ い ど

の導入
どうにゅう

に柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

しながら、ガイドヘルパーの充実
じゅうじつ

を図
はか

り、

外出
がいしゅつ

支援
し え ん

のニーズに応
こた

えていきます。手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

や派遣
は け ん

につ

いて、養成
ようせい

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

するとともに、相楽
そうらく

郡内
ぐんない

の町村
ちょうそん

や木
き

津川市
づ が わ し

との連携
れんけい

によっ

て聴
ちょう

言
げん

センター職員
しょくいん

の確保
か く ほ

や相談
そうだん

体制
たいせい

づくりの整備
せ い び

をすすめます。 

また、公共
こうきょう

交通
こうつう

を補
おぎな

う公的
こうてき

な移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

について障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

し

た交通
こうつう

手段
しゅだん

の検討
けんとう

を進
すす

めます。 

 

（３）通所
つうしょ

サービス事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

 

 ＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

においては、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

が課題
か だ い

となっています。ま

た、アンケートの自由
じ ゆ う

意見
い け ん

では、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

づくり、

児童
じ ど う

デイなど子育
こ そ だ

て支援
し え ん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の潜在化
せんざいか

への対応
たいおう

、相談
そうだん

拠点
きょてん

の充実
じゅうじつ

など

があげられ、不足
ふ そ く

している資源
し げ ん

などへの対応
たいおう

も求
もと

められています。 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

地域
ち い き

生活
せいかつ

を継続
けいぞく

していくためには、通所
つうしょ

サービスの利用
り よ う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、 

多様
た よ う

な日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の維持
い じ

に対
たい

する支援
し え ん

を行
おこな

っていきます。 

 

（４）公正
こうせい

適正
てきせい

なサービス提 供
ていきょう

の確保
か く ほ

 

     ＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

施設
し せ つ

が提供
ていきょう

する福祉
ふ く し

サービス等
など

については、サービス品質
ひんしつ

が問
と

われ、

●「移動
い ど う

、コミュニケーション支援
し え ん

が必要
ひつよう

」アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

（自由
じ ゆ う

意見
い け ん

）から 

 ・外出
がいしゅつ

支援
し え ん

サービスで車椅子
くる まいす

を用意
よ う い

してもらったり、介助
かいじょ

する人
ひと

がいるとよい。 

 ・散髪
さんぱつ

、買物
かいもの

はくるりんバスやタクシーを利用
り よ う

しているので、外出
がいしゅつ

支援
し え ん

の範囲
は ん い

が広
ひろ

が

るとよい。 

 ・気軽
き が る

に利用
り よ う

できる移送
い そ う

サービスがあるとありがたい。 
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利用者
りようしゃ

の満足度
まんぞくど

を高
たか

めることが大切
たいせつ

です。また、全国的
ぜんこくてき

には、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

の問題
もんだい

が浮上
ふじょう

しており、サービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

には人材
じんざい

やサービスの質
しつ

の向上
こうじょう

が求
もと

められています。 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

本町
ほんちょう

では、相楽
そうらく

福祉会
ふくしかい

がサービスの自己
じ こ

評価
ひょうか

を実施
じ っ し

しており、「きょうとＮＰ

Ｏセンター」による第
だい

３者
しゃ

評価
ひょうか

のモデル事業
じぎょう

も施行
し こ う

しています。今後
こ ん ご

もモデル事業
じぎょう

の成果
せ い か

を評価
ひょうか

するとともに、その結果
け っ か

を公表
こうひょう

するシステムづくりを進
すす

めます。 

また、地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の住民
じゅうみん

参加
さ ん か

部会
ぶ か い

において、サービスの利用者
りようしゃ

や

提供者
ていきょうしゃ

の参加
さ ん か

のもとで、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

等
など

の新
あら

たな法
ほう

制度
せ い ど

の導入
どうにゅう

などに柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

していきます。 

 

（５）支援
し え ん

の担
にな

い手
て

の確保
か く ほ

 

 ＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

へのヒアリング結果
け っ か

をみると、問題点
もんだいてん

や課題
か だ い

としては、人材
じんざい

不足
ぶ そ く

や専門的
せんもんてき

な人材
じんざい

の確保
か く ほ

などがあげられていました。さらに、障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

に

向
む

けた取
と

り組
く

み・事業
じぎょう

展開
てんかい

についても、研修
けんしゅう

の必要性
ひつようせい

や相談
そうだん

支援員
しえんいん

の専門性
せんもんせい

の

向上
こうじょう

などが課題
か だ い

となっています。 

   

 

 

 

 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

京都府
きょうとふ

が主体
しゅたい

となって実施
じ っ し

するホームヘルパーの養成
ようせい

研修
けんしゅう

と連携
れんけい

して、本町
ほんちょう

における研修
けんしゅう

の内容
ないよう

について検討
けんとう

を行
おこな

います。また、研修
けんしゅう

実施
じ っ し

に関
かん

する広報
こうほう

活動
かつどう

、啓発
けいはつ

などを積極的
せっきょくてき

に行
おこな

うとともに、ボランティアや福祉
ふ く し

に関
かか

わる人材
じんざい

の

育成
いくせい

と確保
か く ほ

を図
はか

ります。 

新
あら

たなサービスに対応
たいおう

できる民間
みんかん

福祉事
ふ く し じ

業者
ぎょうしゃ

の育成
いくせい

と、参入
さんにゅう

を強化
きょうか

する支援
し え ん

策
さく

を検討
けんとう

します。 

 

（６）権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の推進
すいしん

 

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

アンケート調査
ちょうさ

の自由
じ ゆ う

意見
い け ん

では、「後見人
こうけんにん

」に関
かん

する回答
かいとう

がみられています。 

 「親
おや

が亡
な

くなり本人
ほんにん

一人
ひ と り

となった場合
ば あ い

、金銭
きんせん

管理
か ん り

や財産
ざいさん

管理
か ん り

の支援
し え ん

を受
う

けながら日常
にちじょう

生活
せいかつ

（買物
かいもの

・食事
しょくじ

の用意
よ う い

・洗濯
せんたく

など）の支援
し え ん

が受
う

けられ

●事業
じぎょう

展開
てんかい

の問題点
もんだいてん

（サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

ヒアリングから） 

 ・マンパワーの確保
か く ほ

に苦慮
く り ょ

しており人材
じんざい

をどのように確保
か く ほ

するかは大
おお

きな問題
もんだい

である。 

 ・サービスの向上
こうじょう

や事業
じぎょう

拡大
かくだい

に必要
ひつよう

な人材
じんざい

の確保
か く ほ

が困難
こんなん

な現状
げんじょう

にある。 

 ・質
しつ

の高
たか

い人材
じんざい

(世話人
せ わ に ん

、夜間
や か ん

支援員
しえ んいん

、生活
せいかつ

支援員
しえ んいん

)の確保
か く ほ

や研修
けんしゅう

の導入
どうにゅう

が課題
か だ い

。 
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る場
ば

」、「安心
あんしん

してサポートしてくれる人
ひと

」などが望
のぞ

まれ、必要
ひつよう

に応
おう

じて後見人
こうけんにん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

につなげていくための支援
し え ん

制度
せ い ど

の強化
きょうか

が必要
ひつよう

となっています。 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめとする要援護者
ようえんごしゃ

が、家庭
か て い

や施設
し せ つ

等
など

で虐待
ぎゃくたい

などの人権
じんけん

侵害
しんがい

を受
う

けることのないように、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の啓発
けいはつ

を 行
おこな

うとともに、地域
ち い き

での

虐待
ぎゃくたい

予防
よ ぼ う

や早期
そ う き

発見
はっけん

、適切
てきせつ

な対応
たいおう

を図
はか

るための支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

に努
つと

めます。 

 また、精神上
せいしんじょう

の障害
しょうがい

により判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

であるため、契約
けいやく

等
など

の法律
ほうりつ

行為
こ う い

における意思
い し

決定
けってい

が困難
こんなん

な人
ひと

を保護
ほ ご

・支援
し え ん

するための成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を行
おこな

う

とともに、利用
り よ う

支援
し え ん

を進
すす

めます。 

 さらに、認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

や知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

、精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

などのうち、

判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない人
ひと

が、地域
ち い き

において自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることを支援
し え ん

する

ため、福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

や日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

管理
か ん り

に関
かん

する援助
えんじょ

を 行
おこな

う地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

について、周知
しゅうち

を行
おこな

うとともに、利用
り よ う

支援
し え ん

を進
すす

めます。 

 

①成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

 

 判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

、精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

、高齢者
こうれいしゃ

の権利
け ん り

を守
まも

ることができるように、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

 身寄
み よ

りがない等
など

の理由
り ゆ う

から制度
せ い ど

の利用
り よ う

が困難
こんなん

な障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

しては、

町
ちょう

が申
もう

し立
た

てを積極的
せっきょくてき

に行
おこな

うとともに、法人
ほうじん

後見
こうけん

組織
そ し き

の育成
いくせい

や、市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の育成
いくせい

などにより権利
け ん り

擁護
よ う ご

を図
はか

ります。 

 

②地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

が推進
すいしん

する地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

について支援
し え ん

し、制度
せ い ど

の

浸透
しんとう

に努
つと

めます。 

 

③権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

 地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

部会
ぶ か い

において、サービスの利用者
りようしゃ

や提供者
ていきょうしゃ

の

参加
さ ん か

のもとで、高齢化
こうれいか

が進
すす

んでいる、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の親
おや

亡
な

き後
あと

の生活
せいかつ

支援
し え ん

や金銭
きんせん

管理
か ん り

、財産
ざいさん

管理
か ん り

など、権利
け ん り

擁護
よ う ご

のあり方
かた

について協議
きょうぎ

を進
すす

めます。 

 

 

 

（７）障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

とボランティアの自己
じ こ

実現
じつげん

支援
し え ん

 

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

本計画
ほんけいかく

策定
さくてい

にあたり、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

ヒアリングを実施
じ っ し

したところ、ボランテ

ィアや地域
ち い き

行事
ぎょうじ

等
など

の参加
さ ん か

に関
かん

する意見
い け ん

や提言
ていげん

がありました。障害
しょうがい

のある人
ひと

が

地域
ち い き

で暮
く

らしていくには、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の協 力
きょうりょく

や助
たす

け合
あ

いが必要
ひつよう

です。 
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＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

、ボランティア団体
だんたい

が一緒
いっしょ

に取
と

り組
く

むボランティ

アの要請
ようせい

（朗読
ろうどく

、点字
て ん じ

、手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

）を支援
し え ん

します。 

作業所
さぎょうしょ

などの施設
し せ つ

では、創作
そうさく

活動
かつどう

を支援
し え ん

できる障害者
しょうがいしゃ

ボランティアが求
もと

められ

ていることから、コーディネート機能
き の う

の強化
きょうか

を図
はか

り、ボランティア活動
かつどう

を希望
き ぼ う

す

る住民
じゅうみん

と施設
し せ つ

とを結
むす

びつけていきます。 

また、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

を図
はか

り、町
ちょう

広報誌
こうほうし

や「社協
しゃきょう

だより」等
など

の活用
かつよう

に

よって障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

やボランティア団体
だんたい

の紹介
しょうかい

、活動
かつどう

の情報
じょうほう

発信
はっしん

を行
おこな

います。 

 

（８）社会
しゃかい

参加
さ ん か

の基盤
き ば ん

づくりと情 報
じょうほう

保障
ほしょう

の充 実
じゅうじつ

 

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

でいきいきと働
はたら

いたり、行事
ぎょうじ

や交流
こうりゅう

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したり

するため、基盤
き ば ん

を整備
せ い び

することが必要
ひつよう

になっています。障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に配慮
はいりょ

した

施設
し せ つ

、情報
じょうほう

等
など

が求
もと

められ、ハード面
めん

・ソフト面
めん

の充実
じゅうじつ

が望
のぞ

まれています。 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

町
ちょう

広報誌
こうほうし

や「社協
しゃきょう

だより」等
など

で福祉
ふ く し

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するとともに、広報
こうほう

のテー

プ版
ばん

、点字版
てんじばん

をボランティア団体
だんたい

に委託
い た く

し発行
はっこう

するとともに、町
ちょう

ホームページ等
など

でも、わかりやすい表現
ひょうげん

にするよう障害
しょうがい

に配慮
はいりょ

します。 

情報
じょうほう

発信
はっしん

の充実
じゅうじつ

をめざして、広報
こうほう

のデジタル化
か

（ビデオ・ＤＶＤ化
か

）や、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

して役場
や く ば

庁舎
ちょうしゃ

で進
すす

めている案内
あんない

表示
ひょうじ

の音声化
おんせいか

を他
ほか

の公共
こうきょう

施設
し せ つ

で

も検討
けんとう

します。 

●ボランティア、社会
しゃかい

参加
さ ん か

、地域
ち い き

活動
かつどう

参加
さ ん か

、交流
こうりゅう

等
など

に関
かん

する提言
ていげん

（団体
だんたい

ヒアリングから） 

 ・障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

にした行事
ぎょうじ

には参加
さ ん か

できるが、その他
た

の行事
ぎょうじ

にも参加
さ ん か

できるよ

うに、サポートのための窓口
まどぐち

づくりが必要
ひつよう

である。 

 ・障害
しょうがい

のある人
ひと

とその家族
か ぞ く

、そしてボランティアが顔
かお

を合
あ

わせられる場
ば

を作
つく

ってほし

い。そうすれば、地域
ち い き

参加
さ ん か

や行事
ぎょうじ

参加
さ ん か

が進
すす

められる。 

 ・学生
がくせい

ボランティアは多
おお

くいるが、地域
ち い き

住民
じゅうみん

のボランティアがもっと増
ふ

えるとよい。 
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５ 安全
あんぜん

で快適
かいてき

なくらしのために 

（１）社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支
ささ

える福祉
ふ く し

のまちづくりの推進
すいしん

   

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

が安全
あんぜん

で安心
あんしん

して暮
く

らしていくためには、障害
しょうがい

の種類
しゅるい

に対応
たいおう

し

たハード面
めん

の整備
せ い び

が求
もと

められるとともに、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の声
こえ

かけや助
たす

け合
あ

いの輪
わ

を広
ひろ

げていくことが重要
じゅうよう

です。施設面
しせつめん

のみならず、心
こころ

のバリアフリーを一層
いっそう

推進
すいしん

し

ていくことが課題
か だ い

となっています。 

 そのために安心
あんしん

で安全
あんぜん

かつ障害
しょうがい

のある人
ひと

が快適
かいてき

に生活
せいかつ

できるまちづくりを

実現
じつげん

していくことが望
のぞ

まれます。 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

する上
うえ

で、障害
しょうがい

のある人
ひと

のみならず、子
こ

ども

や高齢者
こうれいしゃ

等
など

、だれもが円滑
えんかつ

かつ快適
かいてき

に、施設
し せ つ

や公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

等
など

を利用
り よ う

できるよう

にする、ユニバーサルデザインのまちづくりを進
すす

めることが必要
ひつよう

です。 

 そのため、公共
こうきょう

施設
し せ つ

の改修
かいしゅう

を適時
て き じ

進
すす

めるとともに、駅
えき

などの多数
た す う

の人
ひと

が利用
り よ う

す

る民間
みんかん

の建築物
けんちくぶつ

についても趣旨
し ゅ し

の徹底
てってい

を図
はか

り、改修
かいしゅう

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 また、住民
じゅうみん

の方々
かたがた

に歩道上
ほどうじょう

の誘導
ゆうどう

ラインや視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロックの設置
せ っ ち

意義
い ぎ

を理解
り か い

いただき、自転車
じてんしゃ

や看板
かんばん

等
など

の障害物
しょうがいぶつ

を置
お

くことのないよう、住民
じゅうみん

マ

ナーの向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

 

①ユニバーサルデザインの視点
し て ん

に立
た

った生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

だれもが住
す

みやすいまちづくりを進
すす

めていくため、建築物
けんちくぶつ

や公園
こうえん

、道路
ど う ろ

、

住宅
じゅうたく

等
など

の設置者
せっちしゃ

や建築
けんちく

技術者
ぎじゅつしゃ

はもとより、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりに対
たい

して、ユニバ

ーサルデザインの考
かんが

え方
かた

について普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

 

②公共
こうきょう

施設
し せ つ

などの整備
せ い び

・改善
かいぜん

 

公共
こうきょう

施設
し せ つ

及
およ

び公共
こうきょう

公
こう

益
えき

施設
し せ つ

の多目的
たもくてき

トイレやエレベーター、スロープ等
など

の

設置
せ っ ち

・改善
かいぜん

を推進
すいしん

します。また、障害者用
しょうがいしゃよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

民間
みんかん

による施設
し せ つ

の建設
けんせつ

や既存
き そ ん

施設
し せ つ

の改修
かいしゅう

においても、「精華町
せいかちょう

やさしいまち

づくり整備
せ い び

指針
し し ん

」に基
もと

づいて事前
じ ぜ ん

協議
きょうぎ

を 行
おこな

い、指針
し し ん

に示
しめ

された整備
せ い び

基準
きじゅん

を

遵守
じゅんしゅ

するよう、指導
し ど う

・助言
じょげん

を行
おこな

います。 

 

③道路
ど う ろ

・交通
こうつう

安全
あんぜん

施設
し せ つ

の整備
せ い び

 

安全
あんぜん

な歩行
ほ こ う

空間
くうかん

が確保
か く ほ

できるように、歩道
ほ ど う

の拡幅
かくふく

や段差
だ ん さ

・傾斜
けいしゃ

の解消
かいしょう

、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロックなど、町
ちょう

道路
ど う ろ

施設
し せ つ

の改良
かいりょう

を計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

します。 

道路
ど う ろ

標識
ひょうしき

や案内
あんない

の改良
かいりょう

、音響式
おんきょうしき

信号機
しんごうき

の設置
せ っ ち

など、設備
せ つ び

の改善
かいぜん

を関係
かんけい

機関
き か ん

に要望
ようぼう

します。 
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（２）生活
せいかつ

の場
ば

の確保
か く ほ

   

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

本町
ほんちょう

では、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

において、住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

を助成
じょせい

したり、

介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

や自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

を提供
ていきょう

したりといった給付
きゅうふ

を行
おこな

ってい

ます。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が暮
く

らしやすい生活
せいかつ

の場
ば

を得
え

られるように、支援
し え ん

が求
もと

められてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

住宅
じゅうたく

は生活
せいかつ

のための重要
じゅうよう

な基盤
き ば ん

であり、障害
しょうがい

のある人
ひと

のみならず、すべての

人
ひと

が生涯
しょうがい

を通
つう

じて快適
かいてき

に安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるようにすることが必要
ひつよう

です。 

 そのため、障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

等
など

の多様
た よ う

なニーズに的確
てきかく

に対応
たいおう

し、身体
しんたい

機能
き の う

の低下
て い か

や障害
しょうがい

が生
しょう

じた場合
ば あ い

にも、住
す

み慣
な

れた居宅
きょたく

で住
す

み続
つづ

けることができるよ

うに、住宅
じゅうたく

の改修
かいしゅう

を促進
そくしん

するとともに、設計
せっけい

や設備
せ つ び

等
など

の面
めん

で障害
しょうがい

のある人
ひと

に

配慮
はいりょ

した住宅
じゅうたく

等
など

の整備
せ い び

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

 また、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、福祉
ふ く し

・医療
いりょう

との連携
れんけい

を図
はか

るととも

に、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で利用
り よ う

できる身近
み ぢ か

なサービスの提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

 

①公営
こうえい

住宅
じゅうたく

におけるバリアフリー化
か

 

 高齢者
こうれいしゃ

や障害
しょうがい

のある人
ひと

の入居
にゅうきょ

に配慮
はいりょ

し、公営
こうえい

住宅
じゅうたく

の建設
けんせつ

・建
た

て替
か

えに際
さい

し

ては、バリアフリー設計
せっけい

・改修
かいしゅう

を進
すす

めていきます。 

 

②各種
かくしゅ

給付
きゅうふ

・融資
ゆ う し

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

 

 住宅
じゅうたく

改造
かいぞう

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するため、居宅
きょたく

生活
せいかつ

動作
ど う さ

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

や、府
ふ

の住宅
じゅうたく

建設
けんせつ

(改良
かいりょう

)資金
し き ん

の融資
ゆ う し

等
など

の制度
せ い ど

について、広報
こうほう

をはじめ、ホームペー

ジ、パンフレットによる周知
しゅうち

と利用
り よ う

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 

③グループホーム事業
じぎょう

等
など

への支援
し え ん

 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

の住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

での暮
く

らしを支援
し え ん

するとともに、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を促進
そくしん

する観点
かんてん

からも、グループホーム事業
じぎょう

等
など

への支援
し え ん

に努
つと

めます。 

 

 

●障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

に向
む

けた取
と

り組
く

み・事業
じぎょう

展開
てんかい

（サービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

ヒアリングから） 

 ・親
おや

の高齢化
こう れいか

に伴
ともな

う、ケアホーム等
とう

への入居
にゅうきょ

や単身
たんしん

生活
せいかつ

への移行
い こ う

に向
む

けての支援
し え ん

。 

 ・グループホームの設立
せつりつ

・整備
せ い び

、ケアホームや単身
たんしん

生活
せいかつ

できるバリアフリーのアパ 

ートの充実
じゅうじつ

や拡大
かくだい

、増設
ぞうせつ

。 
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（３）防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

日頃
ひ ご ろ

の防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

対策
たいさく

はもちろん、地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

、ハザードマップ等
など

の活用
かつよう

だ

けでなく、大規模災害
だい きぼさい がい

を想定
そうてい

した災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

対策
たいさく

への取
と

り組
く

みや支援
し え ん

台帳
だいちょう

の

整備
せ い び

による緊急
きんきゅう

時
じ

の避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

や福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の開設
かいせつ

等
など

が必要
ひつよう

になっています。 

 

 

 

 

 
 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が犯罪
はんざい

や事故
じ こ

の被害
ひ が い

に遭
あ

うことがないように、また、防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

の情報
じょうほう

不足
ぶ そ く

からの不安感
ふあんかん

がないように、警察
けいさつ

等
など

関係
かんけい

機関
き か ん

や防犯
ぼうはん

協会
きょうかい

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

、ボランティア団体
だんたい

、地域
ち い き

団体
だんたい

等
など

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
など

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 また、地震
じ し ん

や豪雨
ご う う

などによる災害
さいがい

や火災
か さ い

が起
お

きた時
とき

、障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して

避難
ひ な ん

できるように、あるいは安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や救 出
きゅうしゅつ

等
など

が迅速
じんそく

に 行
おこな

えるように、関係
かんけい

機関
き か ん

や地域
ち い き

団体
だんたい

等
など

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、防災
ぼうさい

体制
たいせい

の確立
かくりつ

を進
すす

めます。 

 

①地域
ち い き

における交流
こうりゅう

と周知
しゅうち

 

 日頃
ひ ご ろ

から障害
しょうがい

のある人
ひと

のいる世帯
せ た い

と地域
ち い き

との交流
こうりゅう

が図
はか

られるよう、地域
ち い き

の

行事
ぎょうじ

等
など

の機会
き か い

を捉
とら

えて福祉
ふ く し

に関
かん

する意識
い し き

啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 

 

②地域
ち い き

における防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

 講習会
こうしゅうかい

や防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を通
つう

じて、障害
しょうがい

のある人
ひと

を含
ふく

めた地域
ち い き

住民
じゅうみん

の防災
ぼうさい

意識
い し き

の

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 防災
ぼうさい

に関
かん

するパンフレットの作成
さくせい

・配布
は い ふ

や避難
ひ な ん

誘導板
ゆうどうばん

の設置
せ っ ち

を検討
けんとう

します。 

 地域
ち い き

の実情
じつじょう

にあった自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

の育成
いくせい

に努
つと

めるとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

との

連携
れんけい

協 力
きょうりょく

体制
たいせい

を強化
きょうか

し、犯罪
はんざい

や災害
さいがい

に強
つよ

い地域
ち い き

づくりを推進
すいしん

します。 

 

③災害
さいがい

情報
じょうほう

等
など

の提供
ていきょう

と、防災
ぼうさい

意識
い し き

の高揚
こうよう

 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
など

に対
たい

し、普段
ふ だ ん

から防災
ぼうさい

に関
かん

する情報
じょうほう

を

提供
ていきょう

し、災害
さいがい

時
じ

の行動
こうどう

規範
き は ん

の徹底
てってい

や防災
ぼうさい

意識
い し き

の高揚
こうよう

を図
はか

ります。 

 情報
じょうほう

の提供
ていきょう

にあたっては、障害
しょうがい

の種類
しゅるい

や程度
て い ど

により、様々
さまざま

な方法
ほうほう

を取
と

り入
い

れ、周知
しゅうち

・徹底
てってい

できるよう努
つと

めます。防災
ぼうさい

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

、文字
も じ

放送
ほうそう

、音声
おんせい

告知
こ く ち

放送
ほうそう

、メール配信
はいしん

等
など

を活用
かつよう

した災害
さいがい

情報
じょうほう

伝達
でんたつ

システムの利用
り よ う

拡充
かくじゅう

を図
はか

り

ます。 

 

●防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

への取
と

り組
く

みや提言
ていげん

（サービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

ヒアリング結果
け っ か

から） 

 ・障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じた避難
ひ な ん

に関
かん

する情報
じょうほう

伝達
でんたつ

体制
たいせい

の確立
かくりつ

、福祉
ふ く し

避難所
ひな んじょ

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

。 

 ・知的
ち て き

障害
しょうがい

・発達
はったつ

障害
しょうがい

の子
こ

どもについては、被災
ひ さ い

時
じ

のシミュレーションが必要
ひつよう

。 

 ・防災
ぼうさい

の訓練
くんれん

は、当事者
とう じしゃ

だけでなく、地域
ち い き

ぐるみの避難
ひ な ん

訓練
くんれん

が必要
ひつよう

。 
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④災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の充実
じゅうじつ

 

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

として現在
げんざい

６箇所
か し ょ

を指定
し て い

しています。今後
こ ん ご

は、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の増加
ぞ う か

に努
つと

めるとともに、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

において要援護者
ようえんごしゃ

に必要
ひつよう

な備蓄品
びちくひん

の充実
じゅうじつ

・確保
か く ほ

に努
つと

めます。 
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６ 共感
きょうかん

しあえる地域
ち い き

づくりのために 

（１）福祉
ふ く し

交 流
こうりゅう

の推進
すいしん

   

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が生活
せいかつ

しやすいように、地域
ち い き

に溶
と

け込
こ

めるような配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

とな

っています。地域
ち い き

活動
かつどう

への参加
さ ん か

や交流
こうりゅう

等
など

を通
つう

じて、近隣
きんりん

と協 力
きょうりょく

して暮
く

らせる助
たす

け合
あ

いの精神
せいしん

等
など

が重要
じゅうよう

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
ひょう

 隣
となり

近所
きんじょ

からの支援
し え ん

                         （単位
た ん い

：％） 

 

全体
ぜんたい

 

隣
となり

近所
きんじょ

に

協力
きょうりょく

しても

らっている 

近所
きんじょ

づきあ

いはあるが

たのみ 

にくい 

近所
きんじょ

づきあ

いがないた

め期待
き た い

 

できない 

障害者
しょうがいしゃ

が 

いることを 

知
し

られ 

たくない 

その他
た

 不明
ふ め い

 

H22調査
ちょう さ

 100.0 16.5 43.4 15.3 1.7 10.7 12.4 

H13調査
ちょう さ

 100.0 16.7 23.9 5.3 1.7 6.9 45.0 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、地域
ち い き

であたり前
まえ

に暮
く

らすことができるようにするためには、

まず、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、地域
ち い き

で共
とも

に暮
く

らす意識
い し き

ととも

に、差別
さ べ つ

意識
い し き

や偏見
へんけん

をなくす福祉
ふ く し

意識
い し き

や人権
じんけん

意識
い し き

を高
たか

めることが必要
ひつよう

です。 

 そのため、関係者
かんけいしゃ

をはじめ、企業
きぎょう

、サービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
など

すべて

の人
ひと

に対
たい

して、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
り か い

啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

を進
すす

めるとと

もに、人権
じんけん

教育
きょういく

および福祉
ふ く し

の心
こころ

を育
そだ

てる教育
きょういく

を進
すす

めます。 

 

 

 アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

をみると、介助者
かいじょしゃ

に 隣
となり

近所
きんじょ

の支援
し え ん

についてたずねたとこ

ろ、「近所
きんじょ

づきあいはあるがたのみにく

い」、「近所
きんじょ

づきあいがないため期待
き た い

でき

ない」の比率
ひ り つ

が高
たか

く、「障害者
しょうがいしゃ

がいるこ

とを知
し

られたくない」といった地域
ち い き

との

つながりに 消 極 的
しょうきょくてき

な介助者
かいじょしゃ

がありま

す。 

 平成
へいせい

13年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

と比
くら

べると、「たのみに

くい」「期待
き た い

できない」の比率
ひ り つ

が高
たか

まって

おり、介助者
かいじょしゃ

と地域
ち い き

のつながりが希薄
き は く

に

なっていることが示
しめ

されています。 

その他
た

 
10.7% 

障害者
しょうがいしゃ

が 
いることを 

知
し

られたくない 

 1.7% 

隣
となり

近所
きんじょ

に協 力
きょうりょく

 
してもらっている 

  16.5% 

近所
きんじょ

づきあいが 

 
 

ないため期待
き た い

 
できない 

15.3% 
近所
きんじょ

づきあいはある 

 

 

 

43.4% 

不明
ふ め い

 
12.4% 

問
とい

28 隣
となり

近所
きんじょ

からの支援
しえん

 件数
けんすう

=242（単数
たんすう

回答
かいとう

） 

がたのみにくい 
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①各種
かくしゅ

メディアの活用
かつよう

 

 町
ちょう

の広報誌
こうほうし

やホームページをはじめ、新聞
しんぶん

、テレビ、ＣＡＴＶなどのマスメ

ディアを積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

し、広報
こうほう

・啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

 また、障害
しょうがい

のある人
ひと

が 扱
あつか

いやすく、手
て

に入
い

れやすい情報
じょうほう

の提供
ていきょう

方法
ほうほう

の

研究
けんきゅう

・普及
ふきゅう

を図
はか

ります。 

 

②「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」等
など

の活用
かつよう

 

 「障害者
しょうがいしゃ

の日
ひ

（12月
がつ

9日
にち

）」や「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

（12月
がつ

3～9日
にち

）」などの機会
き か い

を捉
とら

え、街頭
がいとう

啓発
けいはつ

、リーフレットの配布
は い ふ

、講演会
こうえんかい

などを行
おこな

うことにより、住民
じゅうみん

が

障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めるとともに、障害者
しょうがいしゃ

があらゆ

る分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

する意欲
い よ く

を高
たか

めるための運動
うんどう

を展開
てんかい

することに

努
つと

めます。 

 

③相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

の相互
そ う ご

理解
り か い

、障害
しょうがい

のある人
ひと

同士
ど う し

の相互
そ う ご

理解
り か い

を

進
すす

め、誰
だれ

もが支
ささ

え合
あ

い、尊重
そんちょう

し合
あ

えるような施策
せ さ く

の展開
てんかい

を検討
けんとう

します。 

 

④関係
かんけい

団体
だんたい

等
など

との連携
れんけい

の強化
きょうか

 

 各種
かくしゅ

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

やボランティア団体
だんたい

などと連携
れんけい

して障害
しょうがい

のある人
ひと

のニーズ

の把握
は あ く

に努
つと

め、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

への反映
はんえい

に努
つと

めます。 

 

 

（２）交 流
こうりゅう

・ふれあいの機会
き か い

づくり   

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

、介助
かいじょ

する人
ひと

にとっては、

困
こま

りごとや悩
なや

み等
など

を相談
そうだん

できる相手
あ い て

が

必要
ひつよう

です。アンケート結果
け っ か

からは、「相談
そうだん

できる親
した

しい友人
ゆうじん

がいる」、「話
はな

し相手
あ い て

が

いる」を合計
ごうけい

すると約
やく

６割
わり

が相談
そうだん

相手
あ い て

を

持
も

っています。 

ただし、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみると、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

で「相談
そうだん

できる親
した

しい友人
ゆうじん

がいる」が少
すく

な

く、「友人
ゆうじん

や相談
そうだん

できる相手
あ い て

はいない」が

多
おお

く、支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。また前項
ぜんこう

のよう

に地域
ち い き

との関係
かんけい

づくりが希薄
き は く

な人
ひと

への

支援
し え ん

も求
もと

められます。 

 

不明
ふ め い

 
6.6% 

話
はな

し相手
あ い て

 

がいる 

あいさつする 

程度
て い ど

の人
ひと

がいる 

 
 14.2% 

相談
そうだん

できる 

親
した

しい友人
ゆうじん

がいる 

 
 21.1% 

友人
ゆうじん

や相談
そうだん

相手
あ い て

 
はいない 

 
 
10.5% 

その他
た

 
9.1% 

38.6% 

問
とい

16相談
そうだん

相手
あいて

の有無
う む

 件数
けんすう

=717（単数
たんすう

回答
かいとう

） 
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表
ひょう

 相談
そうだん

相手
あ い て

の有無
う む

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

）                  （単位
た ん い

：人
にん

、％） 

  

全体
ぜんたい

 

相談
そうだん

できる

親
した

しい友人
ゆうじん

がいる 

話
はな

し相手
あ い て

 

がいる 

あいさつ 

する程度
て い ど

の

人
ひと

がいる 

友人
ゆうじん

や 

相談
そうだん

相手
あ い て

 

はいない 

その他
た

 不明
ふ め い

 

合計
ごうけい

 
717 151 277 102 75 65 47 

100.0 21.1 38.6 14.2 10.5 9.1 6.6 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 

230 53 97 30 17 19 14 

100.0 23.0 42.2 13.0 7.4 8.3 6.1 

療育
りょういく

手帳
てちょう

 
62 8 25 5 14 8 2 

100.0 12.9 40.3 8.1 22.6 12.9 3.2 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 

18 5 7 4 2 0 0 

100.0 27.8 38.9 22.2 11.1 0.0 0.0 

不明
ふ め い

 
415 85 151 63 45 40 31 

100.0 20.5 36.4 15.2 10.8 9.6 7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

地域
ち い き

の中
なか

で、共
とも

に生
い

き、共
とも

に支
ささ

えあう意識
い し き

を築
きず

いていくためには、住民
じゅうみん

同士
ど う し

の

さまざまな交流
こうりゅう

の機会
き か い

が必要
ひつよう

です。 

 そのため、地域
ち い き

団体
だんたい

や障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
など

が、障害
しょうがい

のある人
ひと

の参加
さ ん か

しやすい行事
ぎょうじ

等
など

交流
こうりゅう

の機会
き か い

づくりを進
すす

められるよう、支援
し え ん

に努
つと

めます。 

 また、関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、ボランティアのきっかけづくりの場
ば

や機会
き か い

を充実
じゅうじつ

し、

身近
み ぢ か

な地域
ち い き

での障害
しょうがい

のある人
ひと

とのふれあいや支
ささ

えあい活動
かつどう

へのボランティア

参加
さ ん か

を進
すす

めます。 

 

 

 

 

 

●情報
じょうほう

提供
ていきょう

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

についての意見
い け ん

（団体
だんたい

ヒアリング結果
け っ か

から） 

 ・障害
しょうがい

のある人
ひと

の特性
とくせい

を理解
り か い

した上
うえ

で情報
じょうほう

提供
ていきょう

して相談
そうだん

にのってほしい。 

 ・公的
こうてき

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

も重要
じゅうよう

だが、口
くち

コミの情報
じょうほう

を得
え

るには、人
ひと

とのつながりが重要
じゅうよう

。 

  子
こ

どもの親
おや

同士
ど う し

がつながれる場所
ば し ょ

があるとよい。 

 ・ＳＮＳのようなつながり等
など

、多様
た よ う

な媒体
ばいたい

による受
じゅ

発信
はっしん

体制
たいせい

により、直接
ちょくせつ

に当事者
とう じしゃ

が

交流
こうりゅう

できるような機会
き か い

づくりを促進
そくしん

する。 
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①地域
ち い き

コミュニティ・ネットワークづくり 

 地域
ち い き

で生活
せいかつ

している障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

していけるように、地域
ち い き

に

おいて障害
しょうがい

のある人
ひと

のいる世帯
せ た い

を見守
み ま も

り、支援
し え ん

を行
おこな

う地域
ち い き

コミュニティ・ネ

ットワークの構築
こうちく

を図
はか

ります。 

 

②ボランティア養成
ようせい

講座
こ う ざ

の充実
じゅうじつ

 

 訪問
ほうもん

活動
かつどう

・相談
そうだん

・付
つ

き添
そ

い・点訳
てんやく

・手話
し ゅ わ

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

などのボランティア養成
ようせい

講座
こ う ざ

を充実
じゅうじつ

し、人材
じんざい

の育成
いくせい

を図
はか

ります。 

 

③ＮＰＯ・ボランティア団体
だんたい

等
など

の育成
いくせい

・支援
し え ん

 

 地域
ち い き

で活動
かつどう

する人材
じんざい

の発掘
はっくつ

・育成
いくせい

に努
つと

め、ＮＰＯやボランティア活動
かつどう

の育成
いくせい

に

努
つと

めます。 

 ＮＰＯやボランティア活動
かつどう

をより活性化
かっせいか

するため、活動
かつどう

の場
ば

の提供
ていきょう

などの

支援
し え ん

や、活動
かつどう

の連携
れんけい

を図
はか

り、地域
ち い き

とともに活動
かつどう

できるよう、支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

します。 

 

 

（３）スポーツ・レクリエーションの機会
き か い

づくり   

＜現状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

 生涯
しょうがい

スポーツや生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

は、人生
じんせい

を豊
ゆた

かにするために必要
ひつよう

であり、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

に配慮
はいりょ

した利用
り よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

が課題
か だ い

となっています。設備
せ つ び

や機器
き き

の導入
どうにゅう

、

学習
がくしゅう

や文化
ぶ ん か

に関
かん

するプログラムの充実
じゅうじつ

などが望
のぞ

まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●スポーツや趣味
し ゅ み

に関
かん

する意見
い け ん

（アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

から） 

 ・一日中
いちにちじゅう

、車
くるま

イス生活
せいかつ

なので、プールで泳
およ

いでみたい。介助
かいじょ

してくださる方
かた

が同行
どうこう

し

てくれるとありがたい。 

 ・陶芸
とうげい

など、送迎
そうげい

付
つ

きの趣味
し ゅ み

のサークル活動
かつどう

があるとよい。 

 ・土日
ど に ち

などに利用
り よ う

できるコミュニティゾーンのような場所
ば し ょ

があるとよい。 
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＜施策
せ さ く

の方向
ほうこう

＞ 

職員
しょくいん

が京都府
きょうとふ

の研修
けんしゅう

を受
う

けることにより、スポーツ指導員
しどういん

を確保
か く ほ

するととも

に、スポーツ機器
き き

を配置
は い ち

し、むくのきセンターを拠点
きょてん

として、障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

と

したスポーツ・レクリエーション活動
かつどう

の振興
しんこう

を行
おこな

います。 

 文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の交流
こうりゅう

の場
ば

として、「精華町
せいかちょう

ふれあいまつり」における障害
しょうがい

の

ある人
ひと

の文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

プログラムの充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、今後
こ ん ご

も関係
かんけい

機関
き か ん

と

の連携
れんけい

により、実行
じっこう

委員会
いいんかい

への障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

を継続
けいぞく

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
だい

 ２ 部
ぶ

 

 

第
だい

３期
き

精華
せ い か

町
ちょう

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく
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第４章 地域生活又は一般就労への移行の数値目標 

１ 施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

利用者
りようしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を進
すす

めるため、その実現
じつげん

に向
む

けて基本
き ほ ん

指針
し し ん

に

基
もと

づき平成
へいせい

26年度
ね ん ど

における数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

します。 

目標値
もくひょうち

については、第
だい

１期
き

計画
けいかく

の策定
さくてい

に際
さい

して示
しめ

した基本
き ほ ん

指針
し し ん

を踏襲
とうしゅう

するこ

ととし、また、第
だい

１期
き

計画
けいかく

からの継続性
けいぞくせい

を確保
か く ほ

するため、目標
もくひょう

の出発点
しゅっぱつてん

は第
だい

１

期計
き け い

画策
かくさく

定時
て い じ

とすることが指針
し し ん

として示
しめ

されています。 

本町
ほんちょう

においては、第
だい

２期
き

計画
けいかく

では府
ふ

が示
しめ

す基本
き ほ ん

指針
し し ん

を踏
ふ

まえて基準値
きじゅんち

を設定
せってい

しています。第
だい

３期
き

計画
けいかく

の基準値
きじゅんち

の設定
せってい

においても同様
どうよう

に取
と

り扱
あつか

うこととしま

す。 

 

■府
ふ

が示
しめ

す基本
き ほ ん

指針
し し ん

 

平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

までに、平成
へいせい

17年
ねん

10月
がつ

1日
にち

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の３０％以上
いじょう

が地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

することをめざすとともに、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を１０％以上
いじょう

削減
さくげん

するこ

とを基本
き ほ ん

としつつ、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた目標
もくひょう

を設定
せってい

する。 

 

第
だい

３期
き

計画
けいかく

では、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

人数
にんずう

を５人
にん

、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

における入所者数
にゅうしょしゃすう

を２人
にん

削減
さくげん

して 16人
にん

とすることを目標
もくひょう

とします。 

 

項
こう

  目
もく

 数値
す う ち

 考
かんが

 え 方
かた

 

第
だい

１期計
き け い

画策
かくさく

定時
て い じ

入所者数
にゅうしょしゃすう

（A） 18 人
にん

 平成
へいせい

17年
ねん

10月
がつ

1日
にち

の入所者数
にゅうしょしゃすう

 

目標
もくひょう

年度
ね ん ど

入所者数
にゅうしょしゃすう

（B） 16 人
にん

 平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の入所者数
にゅうしょしゃすう

の見込
み こ

み 

【目標値
もくひょうち

】地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

人数
にんすう

（C） 
5 人

にん

 
第
だい

１期
き

計画
けいかく

策定
さくてい

時点
じ て ん

からの施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

から地域
ち い き

（グループ

ホーム・ケアホーム等
など

含
ふく

む）への移行
い こ う

見込
み こ

み 

27.8 ％ 移行
い こ う

割合
わりあい

（C/A） 

【目標値
もくひょうち

】削減
さくげん

見込
み こ

み 2 人
にん

 
第
だい

１期
き

計画
けいかく

策定
さくてい

時点
じ て ん

から平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

までの施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の削減数
さくげんすう

（A-B） 

※第
だい

3期
き

計画
けいかく

より、これまで基準値
きじゅんち

、目標値
もくひょうち

から除外
じょがい

されていた旧身体
きゅうしんたい

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

施設
し せ つ

等
など

を算入
さんにゅう

しています。 

 

【目標
もくひょう

達成
たっせい

に向
む

けた取
と

り組
く

み】 

第
だい

３期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

においても引
ひ

き続
つづ

き施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

及
およ

び出身
しゅっしん

世帯
せ た い

の意向
い こ う

を把握
は あ く

し、施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する者
もの

について、相楽
そうらく

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターを軸
じく

に施設
し せ つ

・出身
しゅっしん

世帯
せ た い

と調整
ちょうせい

を取
と

りながらサービスの

調整
ちょうせい

、確保
か く ほ

を図
はか

りつつ、施設
し せ つ

退所
たいしょ

及
およ

び退
たい

所後
し ょ ご

の生活
せいかつ

に対
たい

する支援
し え ん

を

行
おこな

っていきます。 

第１章 第２期計画期間におけるサービスの利用状況 

 

第
だい

５章
しょう

 地域
ち い き

生活
せいかつ

または一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

の数値
す う ち

目標
もくひょう
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２ 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

  

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

を進
すす

めるため、その実現
じつげん

に向
む

けて基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づき平成
へいせい

26年度
ね ん ど

における数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

します。 

 

■国
くに

・府
ふ

が示
しめ

す基本
き ほ ん

指針
し し ん

 

現在
げんざい

（平成
へいせい

17年
ねん

10月
がつ

）の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

実績
じっせき

の 4倍
ばい

以上
いじょう

とすることを基本
き ほ ん

として、これ

までの実績
じっせき

及
およ

び地域
ち い き

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえて、平成
へいせい

26年度中
ねんどちゅう

に一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

する者
もの

の数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

する。 

 

第
だい

２期
き

計画
けいかく

においては目標値
もくひょうち

を５人
にん

と設定
せってい

していましたが、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

の

目標値
もくひょうち

の設定
せってい

においては、昨今
さっこん

の厳
きび

しい経済
けいざい

情勢
じょうせい

を踏
ふ

まえ４人
にん

とします。 

 

項
こう

  目
もく

 数値
す う ち

 考
かんが

 え 方
かた

 

第
だい

1期
き

策
さく

定時
て い じ

の年間
ねんかん

移行者数
いこうしゃすう

 1 人
にん

 平成
へいせい

17年度
ね ん ど

の移行
い こ う

実績
じっせき

 

現在
げんざい

（平成
へいせい

23年
ねん

10月
がつ

） 0 人
にん

 平成
へいせい

23年度
ね ん ど

の移行
い こ う

実績
じっせき

 

【目標値
もくひょうち

】 

平成
へいせい

26年度
ね ん ど

の年間
ねんかん

移行者数
いこうしゃすう

 
4 人

にん

  

 

【目標
もくひょう

達成
たっせい

に向
む

けた取
と

り組
く

み】 

これまで圏
けん

域内
いきない

において、各関係
かくかんけい

機関
き か ん

のネットワークの構築
こうちく

、連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

り

つつある状 況
じょうきょう

です。今後
こ ん ご

も障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター、ハローワーク

との連携
れんけい

を進
すす

めながら、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

を支援
し え ん

していきます。 

なお、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
など

卒業生
そつぎょうせい

を含
ふく

めた障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

をより一層
いっそう

推進
すいしん

し

ていくため、学校
がっこう

、障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター、 町
ちょう

の連携
れんけい

も強化
きょうか

して

いきます。  
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すぐに就労可
しゅうろうか

 就労
しゅうろう

困難
こんなん

 

①体調
たいちょう

に不安
ふ あ ん

がある 

②働
はたら

いたことがない 

③対人
たいじん

関係
かんけい

が不安
ふ あ ん

であるなど 

生
せい

活
かつ

支援
し え ん

 

 （例
れい

） ①生活
せいかつ

のリズムをつくる 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 ②仕事
し ご と

を学
まな

ぶ 

企業
きぎょう

での実習
じっしゅう

訓練
くんれん

 
③職場

し ょ くば

のルールを身
み

につける 

その他
た

の職業
しょくぎょう

訓練
くんれん

 
④対人

たいじん

関係
かんけい

に慣
な

れる 

⑤社会性
しゃかいせい

を養
やしな

う 

職場
し ょ くば

紹介
しょうかい

 

就
しゅう

  職
しょく

 トライアル雇用
こ よ う

 

採
さい

     用
よう

 

職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

（ジョブコーチ支援
し え ん

） 

就
しゅう

 労
ろう

 相
そう

 談
だん

 

一定
いってい

期間
き か ん

の準備
じゅんび

訓練
くんれん

が必要
ひつよう

 

職
しょく

 業
ぎょう

 準
じゅん

 備
び

 支
し

 援
えん

 

ハローワーク 

に求職
きゅうしょく

登録
と う ろ く

 

ハローワークによる職場
し ょ くば

紹介
しょうかい

 

面接
めんせつ

 

※ ジョブコーチ支援
し え ん

も可
か

 

面接
めんせつ

 

就労
しゅうろう

支援
し えん

の流
なが

れ 

障害
しょうがい

のある方
かた

 

      就業
しゅうぎょう

支援
し え ん

            生活
せいかつ

支援
し え ん

 

  （就業
しゅうぎょう

支援
し え ん

担当者
たんとうしゃ

２～５名
めい

）     （生活
せいかつ

支援
し え ん

担当者
たんとうしゃ

１名
めい

） 

  
○就業

しゅうぎょう

に関
かん

する 
相談
そうだん

支援
し え ん

 
  
○障害

しょうがい

特性
とくせい

を踏
ふ

 
まえた雇用

こ よ う

管理
か ん り

 

 

に関
かん

する助言
じょげん

 

 ○関係
かんけい

機関
き か ん

との 
連絡
れんらく

調整
ちょうせい

 

  
  
○日

にち

常
じょう

生活
せいかつ

・地
ち

 
域
いき

生活
せいかつ

に関
かん

する 
助言
じょげん

 

  ○関係
かんけい

機関
き か ん

との 
連携
れんけい

調整
ちょうせい

 

相談
そうだん

 

自立
じ り つ

・安定
あんてい

した職業
しょくぎょう

生活
せいかつ

の実現
じつげん

 

求職
きゅうしょく

活動
かつどう

支援
し え ん

 

専門的
せんもんてき

支援
し え ん

 
の依頼

い ら い

 

福祉
ふ く し

サービスの 
利用
り よ う

調整
ちょうせい

 

医療面
いりょうめん

の相談
そうだん

 
職場
しょ くば

適応
てきおう

支援
し え ん

 

連携
れんけい

 

技術的
ぎじゅつてき

支援
し え ん

 

基礎
き そ

訓練
くんれん

の 
あっせん 

連携
れんけい

 

保健
ほ け ん

サービスの 
利用
り よ う

調整
ちょうせい

 

障
しょう

害者
がいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター 

一い
っ 

体た
い 

的て
き 

な 
支し 

援え
ん 

ハローワーク 

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

 

職業
しょくぎょう

センター 

特別
と くべつ

支援
し え ん

学校
がっこ う

 

事業
じ ぎ ょ う

主
ぬし

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
など

 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

福祉
ふ く し

事務
じ む

所
し ょ

 

保健
ほ け ん

所
し ょ

 

医療
いり ょ う

機関
き か ん

 

＜障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

に向
む

けての支援
し え ん

の仕組
し く

み＞ 

雇用
こよう

と福祉
ふくし

のネットワーク 
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第５章 障害福祉サービスの見込み 

 

１ 訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

（１）訪問
ほうもん

系
けい

サービスの見込
み こ

み 量
りょう

 

①居宅
きょたく

介護
か い ご

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

・同行
どうこう

援護
え ん ご

・行動
こうどう

援護
え ん ご

・重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

＜居宅
きょたく

介護
か い ご

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

のいる家庭
か て い

に対
たい

してヘルパーを派遣
は け ん

し、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

などの身体
しんたい

介護
か い ご

や洗濯
せんたく

・掃除
そ う じ

などの家事
か じ

援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

＜重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

＞ 

重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由者
ふ じ ゆ う し ゃ

で常時
じょうじ

介助
かいじょ

を要
よう

する人
ひと

に対
たい

して、家庭
か て い

にヘルパーを派遣
は け ん

し、生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる介護
か い ご

のほか外出
がいしゅつ

時
じ

における移動中
いどうちゅう

の介護
か い ご

を 行
おこな

います。 

＜同行
どうこう

援護
え ん ご

＞ 

重度
じゅうど

の視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひと

 (子
こ

ども)に対
たい

し、外出
がいしゅつ

時
じ

に同行
どうこう

し、移動
い ど う

に必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や移動
い ど う

の援護
え ん ご

を行
おこな

います。（平成
へいせい

23年
ねん

10月
がつ

創設
そうせつ

） 

＜行動
こうどう

援護
え ん ご

＞ 

知的
ち て き

障害
しょうがい

または精神
せいしん

障害
しょうがい

によって行動上
こうどうじょう

著
いちじる

しい困難
こんなん

があるため、常時
じょうじ

介護
か い ご

が必要
ひつよう

な人
ひと

に対
たい

して、家庭
か て い

にヘルパーを派遣
は け ん

し、行動
こうどう

する際
さい

に生
しょう

じる危険
き け ん

を回避
か い ひ

するために必要
ひつよう

な援助
えんじょ

や外出
がいしゅつ

時
じ

における移動中
いどうちゅう

の介護
か い ご

を行
おこな

います。 

＜重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

＞ 

障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

６（児童
じ ど う

については区分
く ぶ ん

３相当
そうとう

）で意思
い し

の疎通
そ つ う

に 著
いちじる

しい困難
こんなん

をともなう人
ひと

に対
たい

して、居宅
きょたく

介護
か い ご

などの複数
ふくすう

サービスを包括的
ほうかつてき

に行
おこな

います。 

第
だい

６章
しょう

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの見込
み こ

み 
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【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

新
あら

たに創設
そうせつ

された同行
どうこう

援護
え ん ご

の利用
り よ う

と居宅
きょたく

介護
か い ご

等
など

の利用
り よ う

ニーズを勘案
かんあん

し、

平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で 96人
にん

、1,136時間
じ か ん

の利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

 

（単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

、時間
じ か ん

/月
つき

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

 43 48 80 89 94 96 

利用
り よ う

時間
じ か ん

 472 531 864 1068 1116 1136 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

（２）訪問
ほうもん

系
けい

サービスにおける見込
み こ

み量
りょう

の確保
か く ほ

の方策
ほうさく

 

今後
こ ん ご

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

促進
そくしん

等
など

を踏
ふ

まえ、サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させるた

め町内
ちょうない

及
およ

び圏
けん

域内
いきない

において事業所
じぎょうしょ

の新規
し ん き

参入
さんにゅう

を 働
はたら

きかけるとともに、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス事業所
じぎょうしょ

に対
たい

し障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスへの参入
さんにゅう

を促
うなが

すことで、利用
り よ う

ニ

ーズに応
おう

じてサービスを受
う

けることができる提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 
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２ 日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

（１）日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスの見込
み こ

み 量
りょう

 

①生活
せいかつ

介護
か い ご

 

常時
じょうじ

介護
か い ご

が必要
ひつよう

であり、障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

３以上
いじょう

である人
ひと

、または 50歳
さい

以上
いじょう

で

障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

が２以上
いじょう

である人
ひと

に対
たい

して、昼間
ひ る ま

、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

を行
おこな

うとともに、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

または生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

します。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

施設
し せ つ

の新体系
しんたいけい

への移行
い こ う

に伴
ともな

い、本
ほん

サービスの利用量
りようりょう

も増加
ぞ う か

してきています。

平成
へいせい

24年
ねん

３月
がつ

末
まつ

をもって全
すべ

ての旧体系
きゅうたいけい

施設
し せ つ

が新体系
しんたいけい

へ移行
い こ う

すること等
など

を

勘案
かんあん

し、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で 104人
にん

、2,080人
にん

日
にち

/月
つき

の利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

 

（単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

、人
にん

日
にち

/月
つき

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

 78 83 91 96 100 104 

利用
り よ う

日数
にっすう

 1484 1565 1750 1920 2000 2080 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

 

②自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

・生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

＜機能
き の う

訓練
くんれん

＞ 

生活
せいかつ

を 営
いとな

むうえで身体
しんたい

機能
き の う

・生活
せいかつ

能力
のうりょく

の維持
い じ

・向上
こうじょう

などの支援
し え ん

が必要
ひつよう

な

身体
しんたい

障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

に、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

ができるよ

う一定
いってい

期間
き か ん

、身体
しんたい

機能
き の う

または生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

いま

す。 
 

＜生活
せいかつ

訓練
くんれん

＞ 

生活
せいかつ

を営
いとな

むうえで生活
せいかつ

能力
のうりょく

の維持
い じ

・向上
こうじょう

などの支援
し え ん

が必要
ひつよう

な知的
ち て き

障害
しょうがい

・

精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

に、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

ができるよ

う一定
いってい

期間
き か ん

、生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 
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【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

機能
き の う

訓練
くんれん

については、現在
げんざい

１人
にん

の利用
り よ う

がありますが、年度
ね ん ど

により利用者数
りようしゃすう

が

流動的
りゅうどうてき

であることから、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

ではサービスを見込
み こ

みません。 

生活
せいかつ

訓練
くんれん

についても、現在
げんざい

利用者
りようしゃ

がおらず、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

ではサービスを見込
み こ

みません。 

（単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

、人
にん

日
にち

/月
つき

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

機能
き の う

訓練
くんれん

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

 0 0 1 0 0 0 

利用
り よ う

日数
にっすう

 0 0 22 0 0 0 

生活
せいかつ

訓練
くんれん

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

 1 0 0 1 0 0 

利用
り よ う

日数
にっすう

 21 0 0 22 0 0 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

 

③就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

などを希望
き ぼ う

し、知識
ち し き

・能力
のうりょく

の向上
こうじょう

、職場
しょくば

開拓
かいたく

を通
つう

じて企業
きぎょう

など

への雇用
こ よ う

または在宅
ざいたく

就労
しゅうろう

等
など

が見込
み こ

まれる 65歳
さい

未満
み ま ん

の人
ひと

を対象
たいしょう

に一定
いってい

期間
き か ん

、

生産
せいさん

活動
かつどう

やその他
た

の活動
かつどう

機会
き か い

の提供
ていきょう

、就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

及
およ

び能力
のうりょく

の向上
こうじょう

の

ための訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

現在
げんざい

、４人
にん

の利用
り よ う

があります。国
くに

の指針
し し ん

（平成
へいせい

17年度
ね ん ど

の実績
じっせき

の４倍
ばい

以上
いじょう

と

することを基本
き ほ ん

として、これまでの実績
じっせき

及
およ

び地域
ち い き

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえて設定
せってい

す

る）や、各年度
かくねんど

において特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の卒業生
そつぎょうせい

等
など

の利用
り よ う

等
など

を勘案
かんあん

し、平成
へいせい

26

年度
ね ん ど

で５人
にん

、90人
にん

日
にち

/月
つき

の利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

（単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

、人
にん

日
にち

/月
つき

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

 3 2 4 5 5 5 

利用
り よ う

日数
にっすう

 57 21 57 90 90 90 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 
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④就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ型
がた

・Ｂ型
がた

） 

＜Ａ型
がた

＞ 

就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

・能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

ることにより、事業所
じぎょうしょ

において雇用
こ よ う

契約
けいやく

に基
もと

づく就労
しゅうろう

が可能
か の う

と見込
み こ

まれる人
ひと

に対
たい

して、雇用
こ よ う

契約
けいやく

を締結
ていけつ

し、就労
しゅうろう

の場
ば

を提供
ていきょう

するとともに、知識
ち し き

及
およ

び能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

い

ます。 

＜Ｂ型
がた

＞ 

企業
きぎょう

などや就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

での就労
しゅうろう

経験
けいけん

がある人
ひと

で、年齢
ねんれい

や体力面
たいりょくめん

で

雇用
こ よ う

されることが困難
こんなん

になった人
ひと

、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

を利用
り よ う

したが、企業
きぎょう

や就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

の雇用
こ よ う

に結
むす

びつかなかった人
ひと

、50歳
さい

に達
たっ

している人
ひと

などを対象
たいしょう

に、就労
しゅうろう

の場
ば

を提供
ていきょう

するとともに、就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

・能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のた

めに必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

については、現在
げんざい

７人
にん

の利用
り よ う

があります。国
くに

の指針
し し ん

（平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

において、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者
りようしゃ

のうち、３割
わり

は就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ型
がた

）を利用
り よ う

することを基本
き ほ ん

として、これまでの実績
じっせき

及
およ

び地域
ち い き

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえて数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

する。）を勘案
かんあん

し、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で９人
にん

、180人
にん

日
にち

/月
つき

の

利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

については、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

からの移行者
いこうしゃ

の利用
り よ う

等
など

を

勘案
かんあん

し、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で６人
にん

、120人
にん

日
にち

/月
つき

の利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 
 

（単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

、人
にん

日
にち

/月
つき

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

 2 6 7 8 8 9 

利用
り よ う

日数
にっすう

 43 118 137 160 160 180 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

 2 4 5 6 6 6 

利用
り よ う

日数
にっすう

 37 67 85 120 120 120 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

⑤療養
りょうよう

介護
か い ご

 

病院
びょういん

などへの長期
ちょうき

入院
にゅういん

による医療
いりょう

に加
くわ

え、常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

であっ

て、障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

６で、気管
き か ん

切開
せっかい

をともなう人口
じんこう

呼吸器
こきゅうき

による呼吸
こきゅう

管理
か ん り

を行
おこな

っている人
ひと

、障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

５以上
いじょう

の筋
きん

ジストロフィー患者
かんじゃ

または
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重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

に、医療
いりょう

機関
き か ん

で機能
き の う

訓練
くんれん

や療 養 上
りょうようじょう

の管理
か ん り

、

看護
か ん ご

、介護
か い ご

及
およ

び日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の援助
えんじょ

を行
おこな

います。 
 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

現在
げんざい

、利用
り よ う

はありませんが、今後
こ ん ご

、重度者
じゅうどしゃ

の利用
り よ う

が見込
み こ

まれること、また、

障害
しょうがい

のある子
こ

どもの入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から加齢児
か れ い じ

（18歳
さい

以上
いじょう

）の移行
い こ う

が見込
み こ

まれる

ことから、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で４人
にん

の利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

（単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 利用者数
り よ う し ゃ す う

 0 0 0 4 4 4 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 
 

⑥児童
じ ど う

デイサービス（児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス） 

療養
りょうよう

指導
し ど う

が必要
ひつよう

と判断
はんだん

した児童
じ ど う

を対象
たいしょう

に、日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

を取得
しゅとく

し、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

に適応
てきおう

できるよう、当該
とうがい

児童
じ ど う

の身体
しんたい

及
およ

び精神
せいしん

の 状 況
じょうきょう

や

環境
かんきょう

に応
おう

じて適切
てきせつ

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。なお、本
ほん

サービスについては平成
へいせい

24年
ねん

4

月
がつ

より、未就学児
みしゅうがくじ

は児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、学齢児
がくれいじ

は放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスに移行
い こ う

され

ます。 
 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

児童
じ ど う

デイサービス（児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

）は、これまで町内
ちょうない

に事業所
じぎょうしょ

がありませ

んでしたが、基礎
き そ

調査
ちょうさ

での利用
り よ う

意向
い こ う

が最
もっと

も高
たか

いことから、町内
ちょうない

での事業所
じぎょうしょ

の

確保
か く ほ

に努
つと

めるとともに、町外
ちょうがい

近隣
きんりん

の事業所
じぎょうしょ

での利用
り よ う

を促進
そくしん

することにより、

平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で 55人
にん

、250人
にん

日
にち

/月
つき

の利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

新設
しんせつ

される放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスについては、日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

からの

移行
い こ う

も一部
い ち ぶ

見込
み こ

まれることから、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で 46人
にん

、640人
にん

日
にち

/月
つき

の利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

（単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

、人
にん

日
にち

/月
つき

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

児童
じ ど う

デイサービス 

（児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

） 

利用者数
りようしゃすう

 17 19 24 52 55 55 

利用
り よ う

日数
にっすう

 54 63 87 240 250 250 

放課後
ほ う か ご

等
とう

 

デイサービス 

利用者数
りようしゃすう

 ― ― ― 38 42 46 

利用
り よ う

日数
にっすう

 ― ― ― 530 560 640 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 
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⑦短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

居宅
きょたく

で介護
か い ご

する人
ひと

が病気
びょうき

などの理由
り ゆ う

により、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

やその他
た

の施設
し せ つ

へ短期間
たんきかん

の入所
にゅうしょ

を必要
ひつよう

とする障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、短期間
たんきかん

、夜間
や か ん

も含
ふく

め施設
し せ つ

で入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを行
おこな

います。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

現在
げんざい

、31人
にん

程度
て い ど

の利用
り よ う

実績
じっせき

があります。平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で 39人
にん

、152人
にん

日
にち

/月
つき

の

利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

   （単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

、人
にん

日
にち

/月
つき

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

 15 28 31 35 38 39 

利用
り よ う

日数
にっすう

 58 109 120 136 148 152 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

 

（２）日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスにおける見込
み こ

み量
りょう

の確保
か く ほ

の方策
ほうさく

 

日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスの利用量
りようりょう

の増加
ぞ う か

については、主
おも

に施設
し せ つ

の新体系
しんたいけい

への

移行
い こ う

に伴
ともな

う増加
ぞ う か

と、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

卒業生
そつぎょうせい

等
など

による利用
り よ う

ニーズの増加
ぞ う か

が考
かんが

えら

れます。 

利用者
りようしゃ

ニーズの増加
ぞ う か

に対
たい

しては、現行
げんこう

の体制
たいせい

で平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

までのサービス

見込
み こ

み量
りょう

に対応
たいおう

できると考
かんが

えますが、今後
こ ん ご

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の新規
し ん き

開設
かいせつ

が見込
み こ

め

ないことから、通所
つうしょ

によるサービス提供
ていきょう

を確保
か く ほ

するため、必要
ひつよう

に応
おう

じ圏域
けんいき

に

おいてその整備
せ い び

を協議
きょうぎ

していくこととします。 
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３ 居住
きょじゅう

系
けい

サービス 

（１）居 住
きょじゅう

系
けい

サービスの見込
み こ

み 量
りょう

 

①共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

・共同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
か い ご

 

＜共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム）＞ 

就労
しゅうろう

し、または就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

などの日中
にっちゅう

活動
かつどう

を利用
り よ う

している知的
ち て き

障害
しょうがい

・

精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

で、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の援助
えんじょ

を必要
ひつよう

とする人
ひと

を対象
たいしょう

に、地域
ち い き

に

おける自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

に向
む

けて介護
か い ご

や支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

＜共同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
か い ご

（ケアホーム）＞ 

生活
せいかつ

介護
か い ご

や就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

などの日中
にっちゅう

活動
かつどう

を利用
り よ う

している知的
ち て き

障害
しょうがい

・精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

で、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の援助
えんじょ

を必要
ひつよう

とし、障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

２以上
いじょう

であ

る人
ひと

を対象
たいしょう

に、地域
ち い き

における自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

に向
む

けて介護
か い ご

や支援
し え ん

を行
おこな

いま

す。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

現在
げんざい

、共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム）については利用
り よ う

はありませんが、

共同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
か い ご

（ケアホーム）については 13人
にん

の利用
り よ う

があります。平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で共同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
か い ご

（ケアホーム）について 15人
にん

の利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

（単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（GH） 利用者数
り よ う し ゃ す う

 0 0 0 0 0 0 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
か い ご

（CH） 利用者数
り よ う し ゃ す う

 12 12 13 14 15 15 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

 

②施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

もしくは就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

の対象者
たいしょうしゃ

のうち、生活
せいかつ

能力
のうりょく

により単身
たんしん

での

生活
せいかつ

が困難
こんなん

な人
ひと

、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

などの状 況
じょうきょう

により通所
つうしょ

することが困難
こんなん

な人
ひと

または生活
せいかつ

介護
か い ご

の対象者
たいしょうしゃ

に対
たい

して、夜間
や か ん

や休日
きゅうじつ

、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを行
おこな

います。 
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【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

現在
げんざい

、18人
にん

の利用
り よ う

があります。これに旧体系
きゅうたいけい

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

を加
くわ

え、平成
へいせい

23

年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者
りようしゃ

は 20人
にん

を見込
み こ

みます。 

第
だい

３期
き

計画
けいかく

では、自立
じ り つ

訓練
くんれん

等
など

のための入所者
にゅうしょしゃ

の退所
たいしょ

は見込
み こ

まれますが、

待機者
たいきしゃ

数等
すうなど

を勘案
かんあん

し、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で 16人
にん

を見込
み こ

みます。 

なお、児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

改正
かいせい

により、地域
ち い き

移行
い こ う

における目標
もくひょう

数値
す う ち

の対象
たいしょう

となら

ない 18歳
さい

以上
いじょう

の入所者
にゅうしょしゃ

について、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
など

として利用
り よ う

させることとした施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

については、療養
りょうよう

介護
か い ご

への

移行
い こ う

が見込
み こ

まれるため、療養
りょうよう

介護
か い ご

で計上
けいじょう

します。 

（単位
た ん い

：人
にん

/月
つき

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

目標
もくひょう

数値
す う ち

対象
たいしょう

 利用者数
り よ う し ゃ す う

 18 16 18 18 17 16 

目標
もくひょう

数値
す う ち

対象外
たいしょうがい

 利用者数
り よ う し ゃ す う

 4 4 4 4 4 4 

合
ごう

  計
けい

 利用者数
り よ う し ゃ す う

 22 20 22 22 21 20 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

 

（２）居 住
きょじゅう

系
けい

サービスにおける見込
み こ

み量
りょう

の確保
か く ほ

の方策
ほうさく

 

現行
げんこう

の障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

の施策
せ さ く

は、基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

において地域
ち い き

への移行
い こ う

を推進
すいしん

し

ています。 

なお、グループホーム、ケアホームについては、事業所
じぎょうしょ

での定員増
ていいんぞう

や新規
し ん き

計画
けいかく

はあまり見込
み こ

まれていない状 況
じょうきょう

ですが、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

の推進
すいしん

が求
もと

め

られるなかで、施設
し せ つ

からの移行
い こ う

の受
う

け皿
ざら

となることが期待
き た い

されることから、

将来的
しょうらいてき

には新規事
し ん き じ

業者
ぎょうしゃ

の参入
さんにゅう

を促進
そくしん

していきます。 
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４ 相談
そうだん

支援
し え ん

 

（１）相談
そうだん

支援
し え ん

の見込
み こ

み量
りょう

 

①相談
そうだん

支援
し え ん

 

支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けた障害
しょうがい

のある人
ひと

またはその保護者
ほ ご し ゃ

が、対象
たいしょう

となる障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを適切
てきせつ

に利用
り よ う

できるよう、支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けた障害
しょうがい

のある人
ひと

の心身
しんしん

の

状 況
じょうきょう

やおかれている環境
かんきょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

に関
かん

する意向
い こ う

、その他
た

の

事情
じじょう

などを勘案
かんあん

し、サービス利用
り よ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

します。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

】 

サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の対象者
たいしょうしゃ

の大幅
おおはば

な拡大
かくだい

、地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

の創設
そうせつ

を踏
ふ

まえ、

相談
そうだん

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の量的
りょうてき

拡大
かくだい

が必要
ひつよう

となります。平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

が延
の

べ 400人
にん

、地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

３人
にん

、地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

４人
にん

の利用
り よ う

を見込
み こ

みま

す。 

（単位
た ん い

：人
にん

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

(サービス利用
り よ う

計画
けいかく

作成
さくせい

) 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

延
の

べ

利用者数
り よ う し ゃ す う

 
0 0 0 100 350 400 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

 ― ― ― 2 2 3 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

 ― ― ― 3 3 4 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

（２）相談
そうだん

支援
し え ん

における見込
み こ

み量
りょう

の確保
か く ほ

の方策
ほうさく

 

国
くに

において示
しめ

された標 準
ひょうじゅん

期間
き か ん

（案
あん

）により、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

から段階的
だんかいてき

に拡大
かくだい

し、

平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で全
すべ

ての対象者
たいしょうしゃ

に対
たい

し実施
じ っ し

できるよう努
つと

め、サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の

機能
き の う

強化
きょうか

や人材
じんざい

確保
か く ほ

に努
つと

めます。 
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第６章 地域生活支援事業の見込み 

 

１ 必須
ひ っ す

事業
じぎょう

 

①相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

＜障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

＞ 

相楽
そうらく

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターにおいて、３障害
しょうがい

（身体
しんたい

・知的
ち て き

・精神
せいしん

）

の問題
もんだい

について相談
そうだん

に応
おう

じるとともに必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

及
およ

び助言
じょげん

等
など

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

＜地域
ち い き

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の就労
しゅうろう

、生活
せいかつ

支援
し え ん

をはじめとする地域
ち い き

の総合的
そうごうてき

なシステムと

ネットワークづくりに関
かん

し、中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を果
は

たす協議
きょうぎ

の場
ば

として、精華町
せいかちょう

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

において協議
きょうぎ

を行
おこな

います。 

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

は、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

関係者
かんけいしゃ

、教育
きょういく

・

雇用
こ よ う

関係
かんけい

機関
き か ん

、企業
きぎょう

、障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

、公募
こ う ぼ

町民
ちょうみん

等
など

から構成
こうせい

される全体会
ぜんたいかい

と、

住民
じゅうみん

参加
さ ん か

部会
ぶ か い

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

部会
ぶ か い

・発達
はったつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

の各専門
かくせんもん

部会
ぶ か い

から成
な

っています。 

＜成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

＞ 

町
ちょう

の福祉課
ふ く し か

において、３障害
しょうがい

（身体
しんたい

・知的
ち て き

・精神
せいしん

）の問題
もんだい

について相談
そうだん

に

応
おう

じるとともに必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

及
およ

び助言
じょげん

等
など

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

及
およ

び確保
か く ほ

策
さく

】 

第
だい

２期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

に引
ひ

き続
つづ

き、機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

として精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

生活
せいかつ

支援
し え ん

セ

ンターで、３障害
しょうがい

及
およ

び発達
はったつ

障害
しょうがい

に対応
たいおう

した専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

また、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

については平成
へいせい

24年度
ね ん ど

から町
ちょう

が特定
とくてい

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

を指定
し て い

することができることから、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

っていきます。 

なお、必須
ひ っ す

事業
じぎょう

となった成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

支援
し え ん

については、今後
こ ん ご

も実施
じ っ し

体制
たいせい

を継続
けいぞく

し、必要
ひつよう

なサービスを提供
ていきょう

します。 

（年間
ねんかん

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 実施
じ っ し

か所
しょ

 1 1 1 1 1 1 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

第
だい

７章
しょう

 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込
み こ

み 
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②コミュニケーション支援
し え ん

事業
じぎょう

 

聴覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

、音声
おんせい

機能
き の う

その他
た

の障害
しょうがい

のために意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることに支障
ししょう

がある障害者
しょうがいしゃ

等
など

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

を行
おこな

う際
さい

に意思
い し

疎通
そ つ う

の円滑化
えんかつか

を図
はか

るため、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

及
およ

び要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

を派遣
は け ん

します。 
 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

及
およ

び確保
か く ほ

策
さく

】 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

については、現在
げんざい

５人
にん

にサービス提供
ていきょう

していますが、

登録
とうろく

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

が少
すく

ないことから、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

奉仕員
ほうしいん

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

等
など

を実施
じ っ し

してその確保
か く ほ

を図
はか

り、利用
り よ う

ニーズに応
おう

じたサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の確立
かくりつ

を目指
め ざ

します。また、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

については、現在
げんざい

利用
り よ う

はありませ

んが、平成
へいせい

25年度
ね ん ど

より利用
り よ う

を見込
み こ

んでいます。 
 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

・ 

要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

 6 5 5 5 6 6 

延
の

べ件数
けんすう

 144 86 110 120 132 132 

 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

 6 5 5 5 5 5 

延
の

べ件数
けんすう

 144 86 110 120 130 130 

要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

 0 0 0 0 1 1 

延
の

べ件数
けんすう

 0 0 0 0 2 2 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 
 

③日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の便宜
べ ん ぎ

を図
はか

るため、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

を給付
きゅうふ

していきます。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

及
およ

び確保
か く ほ

策
さく

】 

第
だい

２期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

の実績
じっせき

の伸
の

びを考慮
こうりょ

し、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で 113件
けん

の給付
きゅうふ

を見込
み こ

ん

でいます。給付
きゅうふ

見込
み こ

みを踏
ふ

まえつつ、必要
ひつよう

な予算
よ さ ん

確保
か く ほ

に努
つと

めます。 
 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

 延
の

べ件数
けんすう

 59 70 92 103 106 113 

 

介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 延
の

べ件数
けんすう

 0 3 2 0 2 4 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 延
の

べ件数
けんすう

 6 5 8 12 8 6 

在宅
ざいたく

療養
りょうよう

等
とう

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 延
の

べ件数
けんすう

 4 3 5 1 4 4 

情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

延
の

べ件数
けんすう

 3 8 5 12 7 5 

排
はい

せつ管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 延
の

べ件数
けんすう

 46 60 71 76 84 93 

住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

 延
の

べ件数
けんすう

 0 0 1 2 1 1 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

（年間
ねんかん

） 

（年間
ねんかん

） 
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④移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

屋外
おくがい

での移動
い ど う

が困難
こんなん

な視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひと

、全身性
ぜんしんせい

障害
しょうがい

のある人
ひと

、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

、精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

及
およ

び障害
しょうがい

のある子
こ

どもについて、社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

な外出
がいしゅつ

及
およ

び余暇
よ か

活動
かつどう

等
など

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

のための外出
がいしゅつ

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

及
およ

び確保
か く ほ

策
さく

】 

平成
へいせい

23年
ねん

10月
がつ

から同行
どうこう

援護
え ん ご

が創設
そうせつ

され、これまで移動
い ど う

支援
し え ん

の主
おも

な利用者
りようしゃ

で

あった重度
じゅうど

視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひと

が対象外
たいしょうがい

となることを考慮
こうりょ

し、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

で

91人
にん

、延
の

べ 10,592時間
じ か ん

の利用
り よ う

を見込
み こ

んでいます。利用
り よ う

ニーズに応
おう

じた安定
あんてい

し

たサービスを提供
ていきょう

するためにも新規
し ん き

参入
さんにゅう

を事業所
じぎょうしょ

に 働
はたら

きかけていきます。 

（年間
ねんかん

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

 87 85 85 83 87 91 

延
の

べ時間
じ か ん

 10539.5 10087 9662 9661 10127 10592 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

⑤地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

 

＜Ⅰ型
がた

＞ 専門
せんもん

職員
しょくいん

（精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

等
など

）を配置
は い ち

し、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

及
およ

び地域
ち い き

の社会
しゃかい

基盤
き ば ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

のための調整
ちょうせい

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

ボランティア育成
いくせい

、障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

るための普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

等
など

の事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します。 

＜Ⅱ型
がた

＞ 地域
ち い き

において雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な在宅
ざいたく

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、機能
き の う

訓練
くんれん

、

社会
しゃかい

適応
てきおう

訓練
くんれん

、入浴
にゅうよく

等
など

のサービスを実施
じ っ し

します。 

＜Ⅲ型
がた

＞ 利用者
りようしゃ

10人
にん

以上
いじょう

、 概
おおむ

ね５年
ねん

以上
いじょう

の実績
じっせき

、法
ほう

人格
じんかく

等
など

の要件
ようけん

を満
み

たす

小規模
しょうきぼ

作業所
さぎょうしょ

等
など

です。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

及
およ

び確保
か く ほ

策
さく

】 

現在
げんざい

、Ⅰ型
がた

の利用者
りようしゃ

が町外
ちょうがい

の地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターに通所
つうしょ

しています。 

今後
こ ん ご

の利用
り よ う

も、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

では１か所
しょ

での実施
じ っ し

を見込
み こ

んでいます。  

（年間
ねんかん

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 

（全
ぜん

 体
たい

） 
       

 

Ⅰ型
がた

 実施
じ っ し

か所
しょ

 1 1 1 

 

1 1 1 

Ⅱ型
がた

 実施
じ っ し

か所
しょ

       

Ⅲ型
がた

 実施
じ っ し

か所
しょ

       

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 
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２ 任意
に ん い

事業
じぎょう

 

①日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

  

日中
にっちゅう

において監護
か ん ご

する者
もの

がいないため、一時的
いちじてき

に見守
み ま も

り等
など

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な

障害
しょうがい

のある人
ひと

（子
こ

ども）について、日中
にっちゅう

、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

、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
など

において活動
かつどう

の場
ば

を提
てい

供し
きょうし

、見守
み ま も

り、社会
しゃかい

に適応
てきおう

するための日常的
にちじょうてき

な訓練
くんれん

等
など

を支援
し え ん

するとともに、家族
か ぞ く

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

及
およ

び一時的
いちじてき

な休息
きゅうそく

を図
はか

ること

を目的
もくてき

として実施
じ っ し

します。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

及
およ

び確保
か く ほ

策
さく

】 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

の利用
り よ う

については、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

以降
い こ う

、放課後
ほ う か ご

デイサービスへ

の移行
い こ う

が一部
い ち ぶ

見込
み こ

まれるものがありますが、今後
こ ん ご

とも利用
り よ う

ニーズの把握
は あ く

に努
つと

め、サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

    （年間
ねんかん

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 
実
じつ

人数
にんずう

 59 68 71 67 73 79 

延
の

べ回数
かいすう

 1881 2217 2215 2090 2278 2465 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 

 

②社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

事業
じぎょう

 

＜心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

レクリエーション事業
じぎょう

＞ 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
など

が開催
かいさい

するスポーツ教室
きょうしつ

やレクリエーション事業
じぎょう

に対
たい

する

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

＜自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

・改造費
かいぞうひ

助成
じょせい

＞ 

身体
しんたい

障害
しょうがい

のある人
ひと

の就労
しゅうろう

等
など

を目的
もくてき

とした自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

の取得
しゅとく

や、自
みずか

ら

が運転
うんてん

するために行
おこな

う操行
そうこう

・駆動
く ど う

装置
そ う ち

（ブレーキ・アクセルなど）の改造費
かいぞうひ

の

一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

＜福祉
ふ く し

タクシー利用
り よ う

料金
りょうきん

助成
じょせい

＞ 

特
とく

に移動
い ど う

が困難
こんなん

な重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

し、ガソリン券
けん

としても利用
り よ う

可能
か の う

な福祉
ふ く し

タクシー券
けん

を発行
はっこう

し、移動
い ど う

に要
よう

する費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

 

【サービス見込
み こ

み量
りょう

及
およ

び確保
か く ほ

策
さく

】 

スポーツ・レクリエーション教室
きょうしつ

開催
かいさい

事業
じぎょう

、自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

・改造費
かいぞうひ

助成
じょせい

、福祉
ふ く し

タクシー利用
り よ う

料金
りょうきん

助成
じょせい

等
など

については、利用
り よ う

ニーズを勘案
かんあん

しながら必要
ひつよう

な予算
よ さ ん

確保
か く ほ

に努
つと

めます。 
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（年間
ねんかん

） 

 第
だい

2期
き

 第
だい

3期
き

 

H21年度
ね ん ど

 H22年度
ね ん ど

 H23年度
ね ん ど

 H24年度
ね ん ど

 H25年度
ね ん ど

 H26年度
ね ん ど

 

スポーツ・レクリエーション

教室
きょうしつ

開催
かいさい

等
など

事業
じぎょう

 

開催
かいさい

回数
かいすう

 0 1 1 1 1 1 

参加
さ ん か

人数
にんずう

 0 400 400 420 430 450 

自動車
じ ど う し ゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

 

・改造費
か い ぞ う ひ

助成
じょせい

 
件数
けんすう

 1 0 0 1 1 1 

福祉
ふ く し

タクシー利用
り よ う

料金
りょうきん

助成
じょせい

 
件数
けんすう

 460 485 500 525 550 580 

※平成
へいせい

21、22年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、平成
へいせい

23～26年度
ね ん ど

は見込
み こ

みの数値
す う ち

です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
だい

 ３ 部
ぶ

 

 

計画
けいかく

の推進
すいしん

に向
む

けて 
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１ 進行
しんこう

管理
か ん り

体制
たいせい

の確立
かくりつ

 

本計画
ほんけいかく

は、町
ちょう

の福祉課
ふ く し か

が中心
ちゅうしん

となり、関係
かんけい

部局
ぶきょく

、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

などと連携
れんけい

を図
はか

りながら、総合的
そうごうてき

かつ効果的
こうかてき

な計画
けいかく

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

庁内
ちょうない

の推進
すいしん

体制
たいせい

として、年度
ね ん ど

ごとに計画
けいかく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、施策
せ さ く

の充実
じゅうじつ

や

見直
み な お

しについての協議
きょうぎ

を行
おこな

うことにより円滑
えんかつ

な推進
すいしん

に努
つと

めます。 

 

 

２ 計画
けいかく

の点検
てんけん

・評価
ひょうか

の方策
ほうさく

 

本計画
ほんけいかく

に基
もと

づく施策
せ さ く

を計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

するため、「精華町
せいかちょう

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」において、本計画
ほんけいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

を進
すす

めることを目的
もくてき

として、毎年度
まいねんど

、進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

について点検
てんけん

・評価
ひょうか

を行
おこな

い、意見
い け ん

を聞
き

くこととします。 

なお、計画
けいかく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の評価
ひょうか

結果
け っ か

については、町
ちょう

ホームページ等
など

で広
ひろ

く町民
ちょうみん

に公表
こうひょう

します。 

 

 

【精華町
せいかちょう

第
だい

２次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

・第
だい

３期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

推進
すいしん

体制
たいせい

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
だい

８章
しょう

 計画
けいかく

の推進
すいしん

に向
む

けて 
 

 

精華町
せいかちょう

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

 

【精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

】【就労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

】【住民
じゅうみん

参加
さ ん か

部会
ぶ か い

】 

【権利
け ん り

擁護
よ う ご

部会
ぶ か い

】【発達
はったつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

】 

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

（中立
ちゅうりつ

・公平性
こうへいせい

を確保
か く ほ

） 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協議会
きょうぎかい

 

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

関係
かんけい

機関
き か ん

 企業
きぎょう

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

関係
かんけい

機関
き か ん

 

相談
そうだん

支援
し え ん

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

関係
かんけい

機関
き か ん
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３ 計画
けいかく

の具現化
ぐ げ ん か

の方策
ほうさく

 

  本計画
ほんけいかく

に基
もと

づき、具体的
ぐたいてき

な施策
せ さ く

を検討
けんとう

し展開
てんかい

するために、「精華町
せいかちょう

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

」において、行動
こうどう

計画
けいかく

策定
さくてい

の提案
ていあん

を行
おこな

うこととします。 

 

 

４ 府
ふ

・近隣
きんりん

市町村
しちょうそん

等
など

との広域
こういき

連携
れんけい

の方策
ほうさく

 

本計画
ほんけいかく

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

のニーズにあった施策
せ さ く

を展開
てんかい

するためには、

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

をはじめ、ボランティア団体
だんたい

、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協議会
きょうぎかい

な

ど多
おお

くの地域
ち い き

関係
かんけい

団体
だんたい

の協 力
きょうりょく

が不可欠
ふ か け つ

です。それら関係
かんけい

団体
だんたい

と相互
そ う ご

に連携
れんけい

を図
はか

り、

本計画
ほんけいかく

の着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

に向
む

け取
と

り組
く

みます。 

また、国
くに

が示
しめ

した目標
もくひょう

を実現
じつげん

していくためには、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への

橋渡
はしわた

しや福祉
ふ く し

施設
し せ つ

に対
たい

する就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

の雇用型
こようがた

への誘導
ゆうどう

方策
ほうさく

等
など

、抜本的
ばっぽんてき

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

施策
せ さ く

の構築
こうちく

・具体化
ぐ た い か

はもとより、訪問
ほうもん

系
けい

サービスの実績
じっせき

に応
おう

じた国庫
こ っ こ

負担
ふ た ん

の

仕組
し く

みに改
あらた

めることや、利用者
りようしゃ

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえて日中
にっちゅう

系
けい

・居住
きょじゅう

系
けい

サ

ービスの基準
きじゅん

・報酬
ほうしゅう

などを設定
せってい

していくこと、また保健所
ほけんしょ

の協 力
きょうりょく

が不可欠
ふ か け つ

とな

る精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

の促進
そくしん

、さらには障害
しょうがい

のある人
ひと

のサービ

ス利用
り よ う

が抑制
よくせい

されることのないよう適切
てきせつ

な方策
ほうさく

を講
こう

じることなど、数多
かずおお

くの課題
か だ い

が

あります。 

このような障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施策
せ さ く

の充実
じゅうじつ

や制度
せ い ど

の見直
み な お

しなどについては、府
ふ

や近隣
きんりん

市町
しちょう

村
そん

と協 力
きょうりょく

・連携
れんけい

し、積極的
せっきょくてき

に国
くに

に対
たい

し提言
ていげん

や要望
ようぼう

を行
おこな

っていきます。  

なお、近隣
きんりん

市町村
しちょうそん

との広域
こういき

連携
れんけい

については、町
ちょう

と山
やま

城南圏域
しろみなみけんいき

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支
し

援
えん

協議
きょうぎ

会
かい

が役割
やくわり

分担
ぶんたん

をしながら、連携
れんけい

して問題
もんだい

解決
かいけつ

に取
と

り組
く

んでいくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資
し

 料
りょう

 編
へん
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１ 精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
い い ん か い

設置
せ っ ち

条例
じょうれい

 

 

（目的
もくてき

及
およ

び設置
せ っ ち

） 

第
だい

１ 条
じょう

 本
ほん

町
ちょう

における障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
せ さ く

及
およ

び障害
しょうがい

の予防
よ ぼ う

に関
かん

する施策
せ さ く

の総合的
そうごうてき

、かつ、計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

を図
はか

るための精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

(以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」という。)策定
さくてい

に関
かん

し、地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

(昭和
しょうわ

２２年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６７号
ごう

)第
だい

１３８条
じょう

の４第
だい

３項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき、町 長
ちょうちょう

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

（以下「委員会
いいんかい

」という。）を設置
せ っ ち

する。 

（所掌
しょしょう

事務
じ む

） 

第
だい

２条
じょう

 委員会
いいんかい

は、町 長
ちょうちょう

の諮問
し も ん

に応
おう

じ、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

に関
かん

する事項
じ こ う

につ

いて調査
ちょうさ

及
およ

び審議
し ん ぎ

を行
おこな

い、町 長
ちょうちょう

に答申
とうしん

する。 

（組織
そ し き

） 

第
だい

３条
じょう

 委員会
いいんかい

は、委員
い い ん

１９人
にん

以内
い な い

で組織
そ し き

する。 

２ 委員
い い ん

は、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる者
もの

の内
うち

から町 長
ちょうちょう

が委嘱
いしょく

し、又
また

は任命
にんめい

する。 

 (1)  学識
がくしき

経験
けいけん

を有
ゆう

する者
もの

    １人
ひ と り

以内
い な い

 

 (2)  関係
かんけい

団体
だんたい

等
など

の代表者
だいひょうしゃ

   １０人
にん

以内
い な い

 

 (3)  関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の代表者
だいひょうしゃ

  ５人
にん

以内
い な い

 

(4)  一般
いっぱん

公募
こ う ぼ

の町民
ちょうみん

      ３人
にん

以内
い な い

 

３ 一般
いっぱん

公募
こ う ぼ

の町民
ちょうみん

の選考
せんこう

方法
ほうほう

については、別
べつ

に定
さだ

める。 

（任期
に ん き

） 

第
だい

４ 条
じょう

 委員
い い ん

の任期
に ん き

は、当該
とうがい

諮問
し も ん

にかかる審議
し ん ぎ

の期間
き か ん

とし、審議
し ん ぎ

が終 了
しゅうりょう

したとき

は、解任
かいにん

されるものとする。 

２ 補欠
ほ け つ

委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。 

（会長
かいちょう

及
およ

び副
ふく

会長
かいちょう

） 

第
だい

５条
じょう

 委員会
いいんかい

に会長
かいちょう

及
およ

び副
ふく

会長
かいちょう

各
かく

１人
ひ と り

を置
お

く。 

２ 会長
かいちょう

及び副
ふく

会長
かいちょう

は、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により定
さだ

める。 

３ 会長
かいちょう

は、委員会
いいんかい

を代表
だいひょう

し、会務
か い む

を統括
とうかつ

する。 

４ 副
ふく

会長
かいちょう

は、会長
かいちょう

を補佐
ほ さ

し、会長
かいちょう

に事故
じ こ

があるときは、その職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 
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（会議
か い ぎ

） 

第
だい

６条
じょう

 委員会
いいんかい

は会長
かいちょう

が招 集
しょうしゅう

し、会長
かいちょう

が議長
ぎちょう

となる。 

２ 委員会
いいんかい

は、委員
い い ん

の過半数
かはんすう

の出席
しゅっせき

がなければ開
ひら

くことができない。 

３ 委員会
いいんかい

の議事
ぎ じ

は、出席
しゅっせき

委員
い い ん

の過半数
かはんすう

で決
けっ

し、可否
か ひ

同数
どうすう

のときは、議長
ぎちょう

の決
けっ

する

ところによる。 

（専門
せんもん

委員
い い ん

） 

第
だい

７条
じょう

 町 長
ちょうちょう

は、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、専門的
せんもんてき

な調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

に従事
じゅうじ

する専
せん

門
もん

委員
い い ん

を委嘱
いしょく

することができる。 

２ 前項
ぜんこう

において 町 長
ちょうちょう

は、第
だい

３条
じょう

第
だい

２項
こう

第
だい

１号
ごう

に規定
き て い

する学識
がくしき

経験
けいけん

を有
ゆう

する者
もの

を

専
せん

門
もん

委員
い い ん

に委嘱
いしょく

することができる。 

３ 専門
せんもん

委員
い い ん

は、当該
とうがい

専門
せんもん

事項
じ こ う

に関
かん

する調査
ちょうさ

を終 了
しゅうりょう

したときに、解任
かいにん

されるものと

する。 

（専門
せんもん

部会
ぶ か い

） 

第
だい

８条
じょう

 会長
かいちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

めるときは、委員会
いいんかい

に専門
せんもん

部会
ぶ か い

(以下
い か

「部会
ぶ か い

」という。)を置
お

くことができる。 

２ 部会
ぶ か い

に部
ぶ

会長
かいちょう

を置
お

き、会長
かいちょう

の指名
し め い

する委員
い い ん

をもってあてる。 

３ 部
ぶ

会
かい

に属
ぞく

する委員
い い ん

は、会長
かいちょう

が指名
し め い

する。 

（意見
い け ん

の聴取
ちょうしゅ

） 

第
だい

９条
じょう

 会長
かいちょう

は、委員会
いいんかい

において必要
ひつよう

があると認
みと

められるときは、委員
い い ん

以外
い が い

の者
もの

を

会議
か い ぎ

に出席
しゅっせき

させ、説明
せつめい

又
また

は意見
い け ん

を聞
き

くことができる。 

（庶務
し ょ む

） 

第
だい

１０条
じょう

 委員会
いいんかい

の庶務
し ょ む

は、健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

福祉課
ふ く し か

において処理
し ょ り

する。 

（委任
い に ん

） 

第
だい

１１ 条
じょう

 この条例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、委員会
いいんかい

の運営
うんえい

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、

町 長
ちょうちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。 

 

   附
ふ

  則
そく

 

１ この条例
じょうれい

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
せ こ う

する。 

２ この条例
じょうれい

の施行
せ こ う

後
ご

最初
さいしょ

の委員会
いいんかい

の 招 集
しょうしゅう

は、第
だい

６ 条
じょう

の規定
き て い

にかかわらず、

町 長
ちょうちょう

が行
おこな

う。 
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２ 平成
へいせい

23年度
ね ん ど

精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 
 

区分
く ぶ ん

 団体名
だんたいめい

等
など

 委員名
いいんめい

 役職
やくしょく

等
など

 

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 同志社
ど う し し ゃ

大学
だいがく

 
樽井 康彦  

(たるい やすひこ) 

同志社
ど う し し ゃ

大学
だいがく

助教授
じょきょうじゅ

 

関係
かんけい

団体
だんたい

等
など

の代表
だいひょう

 

者
しゃ

 

精華町
せいかちょう

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

協議会
きょうぎかい

 
大上 たえこ 

（おおうえ たえこ） 
会長
かいちょう

 

精華町
せいかちょう

障害
しょうがい

児
じ

者
しゃ

育成会
いくせいかい

 
宮部 弘正 

（みやべ ひろまさ） 
会長
かいちょう

 

精華町
せいかちょう

ボランティア連絡
れんらく

協
きょう

議
ぎ

会
かい

 
田中 智美 

（たなか  ともみ） 
会長
かいちょう

 

(福
ふく

)精華町
せいかちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしき ょ う

議会
ぎ か い

 
島中 秀司 

（しまなか しゅうじ） 
局長
きょくちょう

補佐
ほ さ

 

精華町
せいかちょう

民生
みんせい

児童
じ ど う

委員
い い ん

協
きょう

議
ぎ

会
かい

 
田中 洋一 

（たなか よういち） 
副会長
ふくかいちょう

 

(社
しゃ

)相楽
そ う ら く

医師会
い し か い

 精華
せ い か

班
はん

 
山村 喜一 

（やまむら きいち） 
院長
いんちょう

 

精華町
せいかちょう

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

 
坂東 敏和 

（ばんどう としかず） 
会長
かいちょう

 

(福
ふく

)相楽
そ う ら く

福祉会
ふ く し か い

 
廣瀬 明彦 

（ひろせ あきひこ） 
理事長
り じ ち ょ う

 

相楽郡
そうらく ぐん

ろうあ協会
きょうかい

 
岩井 武志 

（いわい  たけし） 
会長
かいちょう

 

関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の代
だい

表者
ひょうしゃ

 

京都
き ょ う と

府立
ふ り つ

南山城
みなみやましろ

支援
し え ん

学校
がっこう

 
尾崎 伸次 

（おざき しんじ） 

高等部
こ う と う ぶ

指導
し ど う

主事
し ゅ じ

 

京都
き ょ う と

田辺
た な べ

公共
こうきょう

職業
しょくぎょう

安定所
あんていしょ

 
林 行宏 

（はやし ゆきひろ）  
所長
しょちょう

 

京都府
き ょ う と ふ

山城
やましろ

南
みなみ

保健所
ほ け ん し ょ

 
西田 秀樹 

（にしだ ひでき） 
所長
しょちょう

 

精華町
せいかちょう

教育
きょういく

委員会
いいんかい

 
木原 國夫 

（きはら くにお） 
教育
きょういく

部長
ぶちょう

 

一般
いっぱん

公募
こ う ぼ

の町民
ちょうみん

 

  
近藤  脩 

（こんどう  おさむ） 
一般
いっぱん

公募
こ う ぼ

 

  
務中 純子 

（むなか じゅんこ） 
一般
いっぱん

公募
こ う ぼ
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３ 精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

事項
じ こ う

 
 

回
かい

 
開催
かいさい

日時
に ち じ

 

◆場所
ば し ょ

 
議
ぎ

 事
じ

 

第
だい

１回
かい

 

平成
へいせい

23年
ねん

９月
がつ

５日
い つ か

（月
げつ

） 

午後
ご ご

１時
じ

30分
ぷん

～ 

 

◆地域
ち い き

福祉
ふ く し

センターかし

のき苑
えん

１階
かい

会議室
かいぎしつ

 

 

① 障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

・障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

の

進
すす

め方
かた

について 

② 平成
へいせい

22年度
ね ん ど

基礎
き そ

調査
ちょうさ

及
およ

び 進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

調査
ちょうさ

について 

③ 計画
けいかく

策定
さくてい

に係
かか

るヒアリングシートについ

て 

④ 討議
と う ぎ

 

⑤ そのほか 

第
だい

２回
かい

 

平成
へいせい

23年
ねん

10月
がつ

25日
にち

（火
か

） 

午後
ご ご

１時
じ

30分
ぷん

～ 

 

◆役場
や く ば

庁
ちょう

舎
しゃ

６階
かい

審
しん

議会
ぎ か い

室
しつ

 

① 障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

・障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

の

ためのヒアリングシート回収
かいしゅう

結果
け っ か

概要
がいよう

について 

② 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（案
あん

）について 

③ 障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

骨子
こ っ し

（案
あん

）について 

④ 討議
と う ぎ

 

⑤ そのほか 

第
だい

３回
かい

 

平成
へいせい

24年
ねん

１月
がつ

17日
にち

（火
か

） 

午後
ご ご

１時
じ

30分
ぷん

～ 

 

◆役場
や く ば

庁
ちょう

舎
しゃ

６階
かい

審
しん

議会
ぎ か い

室
しつ

 

① 前回
ぜんかい

策定
さくてい

委員会
いいんかい

での質問
しつもん

事項
じ こ う

について 

② 精華町
せいかちょう

第
だい

２次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

・第
だい

３期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（案
あん

）について 

③ パブリックコメントについて 

④ 討議
と う ぎ

 

⑤ そのほか 

第
だい

４回
かい

 

平成
へいせい

23年
ねん

３月
がつ

28日
にち

（月
げつ

） 

午後
ご ご

１時
じ

30分
ぷん

～ 

 

◆役場
や く ば

庁
ちょう

舎
しゃ

６階
かい

審
しん

議会
ぎ か い

室
しつ

 

① パブリックコメント結果
け っ か

について 

② 精華町
せいかちょう

第
だい

２次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

・第
だい

３期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（案
あん

）について 

③ 答申
とうしん

について 

④ そのほか 
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４ 精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

について（諮問
し も ん

） 

 

３ 精
せい

 福
ふく

 第
だい

1110-1号
ごう

 

                                            平成
へいせい

２３年
ねん

９月
がつ

 ５日
い つ か

 

 

 精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

 会
かい

 長
ちょう

  廣
ひろ

 瀬
せ

  明
あき

 彦
ひこ

  様
さま

 

 

                  精華
せ い か

町 長
ちょうちょう

  木
き

 村
むら

  要
かなめ

 

 

精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

について(諮問
し も ん

) 

 

 精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

設置
せ っ ち

条例
じょうれい

(平成
へいせい

１２年
ねん

条例
じょうれい

第
だい

３４

号
ごう

)第
だい

２条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づき、精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

に関
かん

する事項
じ こ う

について、貴
き

委員会
いいんかい

に諮問
し も ん

します。 
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平成
へいせい

２４年
ねん

３月
がつ

２８日
にち

 

精華
せ い か

町 長
ちょうちょう

 木村
き む ら

 要
かなめ

 様
さま

 

                    精華町
せいかちょう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

                          会長
かいちょう

 廣瀬
ひ ろ せ

 明彦
あきひこ

 
 

精華町
せいかちょう

第
だい

２次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

・第
だい

３期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

について（答申
とうしん

） 
 

 平成
へいせい

２３年
ねん

９月
がつ

５日
い つ か

付
づ

けで諮問
し も ん

を受
う

けた、精華町
せいかちょう

第
だい

２次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

・第
だい

３期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

について、本策定
ほんさくてい

委員会
いいんかい

は慎重
しんちょう

に審議
し ん ぎ

を重
かさ

ねた結果
け っ か

、下記
か き

の意見
い け ん

を付
ふ

して答申
とうしん

します。 

 町 長
ちょうちょう

は、この答申
とうしん

に基
もと

づき誰
だれ

もが住
す

みなれた地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせるまちづく

りを目指
め ざ

して、本計画
ほんけいかく

の着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

を図
はか

られるよう希望
き ぼ う

します。 
 

記
き

 
 

１．施策
せ さ く

推進
すいしん

への参画
さんかく

と計画
けいかく

の周知
しゅうち

、啓発
けいはつ

について 

 第
だい

１次
じ

計画
けいかく

の策定
さくてい

と同様
どうよう

に、広
ひろ

く障害
しょうがい

のある人
ひと

やボランティア団体
だんたい

の参画
さんかく

のもと、

本計画
ほんけいかく

を取
と

りまとめてきました。今後
こ ん ご

もあらゆる場面
ば め ん

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

及
およ

び

住民
じゅうみん

の参画
さんかく

の精神
せいしん

を尊重
そんちょう

して施策
せ さ く

推進
すいしん

にあたってください。 

 また、障害
しょうがい

のある人
ひと

の抱
かか

える課題
か だ い

について、広
ひろ

く住民
じゅうみん

の理解
り か い

なくして本計画
ほんけいかく

の

実現
じつげん

は不可能
ふ か の う

であることから、その周知
しゅうち

、啓発
けいはつ

に努力
どりょく

してください。 
 

２．ノーマライゼーションの実現
じつげん

に向
む

けて 

 本計画
ほんけいかく

は、福祉
ふ く し

行政
ぎょうせい

及
およ

び精華町
せいかちょう

という枠組
わ く ぐ

みだけでは実現
じつげん

することはできません。

組織
そ し き

横断的
おうだんてき

かつ広域的
こういきてき

視点
し て ん

も重視
じゅうし

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

も含
ふく

めて全
すべ

ての住民
じゅうみん

がこの地域
ち い き

に暮
く

らしてよかったと思
おも

えるまちづくりを目指
め ざ

し、 町
ちょう

行政
ぎょうせい

挙
あ

げて全力
ぜんりょく

で推進
すいしん

して

ください。 

 また、第
だい

１次
じ

計画
けいかく

に引
ひ

き続
つづ

き、「障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らせる社会
しゃかい

は全
すべ

ての人
ひと

にも暮
く

らしやすい社会
しゃかい

である」というノーマライゼーションの理念
り ね ん

の実現
じつげん

に努
つと

めてください。 
 

３．計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

と見直
み な お

しについて 

 本計画
ほんけいかく

は、法
ほう

制度
せ い ど

の改正
かいせい

途中
とちゅう

の段階
だんかい

で策定
さくてい

することになりました。従
したが

って、改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

や京都
きょうと

府
ふ

の動向
どうこう

並
なら

びにニーズを鑑
かんが

み、計画
けいかく

を

弾力的
だんりょくてき

に見直
み な お

すようにしてください。 

 また、精華町
せいかちょう

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

やボランティアなど

住民
じゅうみん

参加
さ ん か

のもと、引
ひ

き続
つづ

き計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

を行
おこな

っていただくとともに、具体的
ぐたいてき

な

施策
せ さ く

に係
かか

る行動
こうどう

計画
けいかく

の策定
さくてい

を、自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

が主体
しゅたい

となって参画
さんかく

するよ

う検討
けんとう

してください。 

                              以上
いじょう

５ 精華町
せいかちょう

第
だい

２次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

・第
だい

３期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

について

（答申
とうしん

） 



 

 

 

 

精華町
せいかちょう

第
だい

２次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

・ 

第
だい

３期
き

精華町
せいかちょう

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
 

平成
へいせい

２４年
ねん

３月
がつ

 

 

編集
へんしゅう

・発行
はっこう

 精華町
せいかちょう

健康
けんこう

福祉
ふ く し

環境部
かんきょうぶ

福祉課
ふ く し か

 

 

〒619-0285 

京都府
きょうとふ

相楽郡
そうらくぐん

精華町南稲八妻
せいかちょうみなみいなやづま

北尻
きたじり

70番地
ば ん ち

 

TEL 0774-94-2004（代表
だいひょう

） 0774-95-1904（直通
ちょくつう

） 

FAX 0774-95-3974 

http://www.town.seika.kyoto.jp/ 

 


