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しゅってん

作品
さくひん

 

 

作者
さくしゃ

コメント：折
お

り紙
がみ

で四季
し き

を表現
ひょうげん

し、それぞれが得意
とくい

なことを手作業
てさぎょう

で行
おこな

いキュートな

作品
さくひん

に仕
し

上
あ

げました。１年間
ねんかん

のイベントを思
おも

い出
だ

しながら楽
たの

しめる作品
さくひん

です。 
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豊見城市
とみぐすくし

では、平成
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がつ
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とみぐすくし

障害者
しょうがいしゃ
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けいかく
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だい

５期
き
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しょうがい
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ふくし

計画
けいかく

・第
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１

期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も「共
とも

に暮
く

らす」、適切
てきせつ

なサービスを

利用
りよう

しながら「安心
あんしん

して暮
く

らす」、就労
しゅうろう

・交流
こうりゅう

・学習
がくしゅう

など「生
い

き活
い

きと活動
かつどう

する」といっ

た３つの基本
きほん

理念
りねん

を念頭
ねんとう

に、障害者
しょうがいしゃ

一人
ひとり

ひとりが自分
じぶん

らしく地域
ちいき

で暮
く

らしていく地域
ちいき
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きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

し障害者
しょうがいしゃ

施策
せさく

に取
と

り組
く

んでまいりました。 

近年
きんねん

、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

においては「障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

」に基
もと

づいた「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

」

（平成
へいせい

２５年
ねん

６月
がつ

）が施行
しこう

されたほか、国
くに

の「第
だい

４次
じ

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

３０年
ねん

３月
がつ

）

においても、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

や意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

など障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するための動
うご

きが見
み

られ、

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に支
ささ

え合
あ

う地域
ちいき

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて取
と

り組
く

みが進
すす

められ

ています。 

本市
ほんし

では、前計画
ぜんけいかく

において掲
かか

げた基本
きほん

理念
りねん

を継承
けいしょう

しつつ国
くに

の第
だい

４次
じ

基本
きほん

計画
けいかく

の施策
せさく

をふ

まえ、新
あら

たに「豊見城市
とみぐすくし

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

及
およ

び第
だい

６期
き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

・第
だい

２期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

」を

策定
さくてい

し、将来像
しょうらいぞう

として掲
かか

げる『幸
しあわ

せな社会
しゃかい

を目
め

指
ざ

し、共
とも

に支
ささ

え合
あ

い 生
い

き活
い

きと暮
く

らすま

ち 豊見城
とみぐすく

』の実現
じつげん

に向
む

け障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の充実
じゅうじつ

を図
はか

っていくこととしました。 

すべての市民
しみん

が安心
あんしん

して暮
く

らし、生
い

き活
い

きと活動
かつどう

できる地域
ちいき

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

し、関係
かんけい

機
き

関
かん

・団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

を図
はか

りながら障害者
しょうがいしゃ

施策
せさく

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

んでまいりますので、皆様
みなさま

の一層
いっそう

のご理解
りかい

とご協 力
きょうりょく

を賜
たまわ

りますようお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 

むすびに、この計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたり、アンケート調査
ちょうさ

にご 協 力
きょうりょく

いただきました市民
しみん

の

皆様
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及
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じぎょうしょ

の皆様
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しょうさい

にわたり検討
けんとう

・審議
しんぎ

を重
かさ

ね計
けい

画
かく

策定
さくてい

の労
ろう

にご尽力
じんりょく

を 賜
たまわ
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しょうがいしゃ

施策
せさく

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

の委員
いいん

の皆様
みなさま

に 心
こころ

か

らお礼
れい

を申
もう

し上
あ

げます。 
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3 

第
だい

１ 章
しょう

 計画
けいかく

の概要
がいよう

 

１．計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

と趣旨
し ゅ し

 

本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

においては、以下
い か

のような背景
はいけい

と趣旨
し ゅ し

があります。 

【国
くに

では】 

近年
きんねん

、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

においては、「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」に基
もと

づいた「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」(平成
へいせい

25年
ねん

６月
がつ

)が施行
し こ う

されたほか、国
くに

の「第
だい

４次
じ

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

30年
ねん

３月
がつ

)では、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

や意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

など、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

を保障
ほしょう

するための

動
うご

きが見
み

られ、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に支
ささ

え合
あ

う「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」に

向
む

けて取
と

り組
く

みが進
すす

められています。 

【県
けん

では】 

沖縄県
おきなわけん

では、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

に関
かん

する法律
ほうりつ

や社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

などを踏
ふ

まえ、平成
へいせい

26

年
ねん

３月
がつ

に「第
だい

４次
じ

沖縄県
おきなわけん

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

（令和
れ い わ

２年
ねん

２月
がつ

に変更
へんこう

）したほ

か、平成
へいせい

26年
ねん

4月
がつ

には「障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい社
しゃ

会
かい

づくり条例
じょうれい

」

を施行
し こ う

し、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

等
とう

をなくしていく取
と

り組
く

みを推進
すいしん

するため、

「障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

等
とう

の解消
かいしょう

」を加
くわ

えた５つの視点
し て ん

から、各種
かくしゅ

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。 

【市
し

では】 

本市
ほ ん し

においても障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

や地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

を踏
ふ

まえながら、平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

には『 幸
しあわ

せな社会
しゃかい

を目
めざ

指
さ

し 共
とも

に支
ささ

え合
あ

い 生
い

き活
い

きと暮
く

らすまち 豊見城
とみぐすく

』

を将来像
しょうらいぞう

に掲
かか

げた「豊見城市
と み ぐ す く し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

及
およ

び第
だい

５期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・第
だい

１期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、①障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

の尊重
そんちょう

、②障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らせるま

ち、③障害者
しょうがいしゃ

が生
い

き活
い

きと活動
かつどう

するまちを目
め

指
ざ

して各種
かくしゅ

施策
せ さ く

に取
と

り組
く

んできまし

た。 

【策定
さくてい

する趣旨
し ゅ し

】 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は計画
けいかく

の最終
さいしゅう

年度
ね ん ど

であり、これまでの取
と

り組
く

みの課題
か だ い

把握
は あ く

や市
し

の

実情
じつじょう

を踏
ふ

まえた計画
けいかく

づくりをする必要
ひつよう

があります。また、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

と障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

においては、国
くに

から策定
さくてい

基本
き ほ ん

指針
し し ん

が示
しめ

されており、これまでの計画
けいかく

にも掲
かか

げてきた「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」や「入所者
にゅうしょしゃ

・入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

」などの

ほか、「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

支援
し え ん

の一層
いっそう

の 充実
じゅうじつ

」、「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

・強化
きょうか

」、
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「障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の地域
ち い き

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

」、「障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支
ささ

える取
と

り組
く

み充実
じゅうじつ

」などを目
め

指
ざ

すことが新
あら

たに示
しめ

されています。 

このようなことを踏
ふ

まえながら、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、

誰
だれ

もが互
たが

いに人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず支
ささ

え合
あ

う共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

における施策
せ さ く

の充実
じゅうじつ

や支援
し え ん

体制
たいせい

等
とう

構築
こうちく

のため、

本計画
ほんけいかく

を策定
さくてい

しています。 

 

 

２．計画
けいかく

の位
い

置
ち

づけ 

(１)法的
ほうてき

な位
い

置
ち

づけ 

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

第
だい

11条
じょう

３項
こう

に基
もと

づく「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

」と障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

88条
じょう

に基
もと

づく「市町村
しちょうそん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」、児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

第
だい

33 条
じょう

の 20に基
もと

づく「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を一体的
いったいてき

に策定
さくてい

しています。 

 

○障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

と障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の概要
がいよう

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 

(障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

) 
市
し

の障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

全般
ぜんぱん

に関
かん

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

 

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

総合
そうごう

支援法
しえんほう

) 

市
し

の障害
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

及
およ

び地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

確保
か く ほ

に関
かん

する計画
けいかく

（計画
けいかく

期間
き か ん

は３年
ねん

を 1期
き

と

することが法
ほう

で規定
き て い

されている） 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

(児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

) 

市
し

の 障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

及
およ

び 障害児
しょうがいじ

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

確保
か く ほ

に関
かん

する計画
けいかく

（計画
けいかく

期間
き か ん

は３年
ねん

を 1期
き

とすることが法
ほう

で規定
き て い

されている） 
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(２)市
し

の他
た

計画
けいかく

との位
い

置
ち

づけ 

本計画
ほんけいかく

は、市政
し せ い

の最上位
さいじょうい

計画
けいかく

である「第
だい

５次
じ

豊見城市
と み ぐ す く し

総合
そうごう

計画
けいかく

」における障害
しょうがい

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の部門
ぶ も ん

別
べつ

計画
けいかく

として位
い

置
ち

づけられます。 

また、保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の総合
そうごう

計画
けいかく

である「第
だい

３次
じ

豊見城市
と み ぐ す く し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

計画
けいかく

」をはじめ、「健康
けんこう

とみぐすく２１」「豊見城市
と み ぐ す く し

子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」

「豊見城市
と み ぐ す く し

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

」などとの整合性
せいごうせい

を保
たも

つとともに、「第
だい

４次
じ

沖縄県
おきなわけん

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」及
およ

び「第
だい

６期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・第
だい

２期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」との連携
れんけい

を図
はか

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第
だい

３次
じ

豊見城市
と み ぐ す く し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

計画
けいかく

 

第
だい

５次
じ

豊見城市
と み ぐ す く し

総合
そうごう

計画
けいかく

 

【基本
き ほ ん

構想
こうそう

】 

【前期
ぜ ん き

基本
き ほ ん

計画
けいかく

】 

整合
せいごう

 

第 だ
い

４
次 じ

沖
縄
県

お
き
な
わ
け
ん

障

害

者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

基
本

き

ほ

ん

計
画

け
い
か
く 

第 だ
い

６
期 き

障

害

し
ょ
う
が
い

福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く

・
第 だ

い

２
期 き

障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ

福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く 

連携
れんけい

 

豊
見
城
市

と

み

ぐ

す

く

し

子 こ

ど
も
・
子 こ

育 そ
だ

て
支
援

し

え

ん

事
業

じ
ぎ
ょ
う

計
画

け
い
か
く 

健
康

け
ん
こ
う

と
み
ぐ
す
く

21 

豊
見
城
市

と

み

ぐ

す

く

し

障

害

者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

計
画

け
い
か
く

・

第 だ
い

６

期 き

障

害

し
ょ
う
が
い

福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く

・
第 だ

い

２
期 き

障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ

福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く 

豊
見
城
市

と

み

ぐ

す

く

し

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 
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３．計画
けいかく

の対象者
たいしょうしゃ

 

本計画
ほんけいかく

の主
しゅ

たる対象者
たいしょうしゃ

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

２ 条
じょう

や沖縄県
おきなわけん

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

に規定
き て い

されている「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

に該当
がいとう

するものとします。 

よって、計画
けいかく

の対象
たいしょう

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

、発達
はったつ

障害
しょうがい

、難病
なんびょう

、

高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

、その他
た

の心身
しんしん

機能
き の う

障害
しょうがい

がある者
もの

（児
じ

）であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にあるものを

対象
たいしょう

とし、その家族
か ぞ く

や地域
ち い き

、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

への働
はたら

きかけも含
ふく

めた施策
せ さ く

を推進
すいしん

します。 

 

○障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

２ 条
じょう

 

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

(発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む。)その他
た

の心身
しんしん

機能
き の う

障害
しょうがい

(以下
い か

｢障害
しょうがい

｣と総称
そうしょう

する。)がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により

継続的
けいぞくてき

に日常
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

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にあるものをいう。 

 

○沖縄県
おきなわけん

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次
じ

） 

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら、 自
みずか

らの決定
けってい

に基
もと

づき社会
しゃかい

のあらゆる活動
かつどう

に参加
さ ん か

する

主体
しゅたい
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４．国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

に沿
そ

った計画
けいかく

策定
さくてい

 

(１)第
だい

６期
き

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び第
だい

２期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

に係
かか

る基本
き ほ ん

指針
し し ん

 

第
だい

６期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

と第
だい

２期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、３年
ねん

を１期
き

として策定
さくてい

するこ

とが義務
ぎ む

づけられています。今回
こんかい

の策定
さくてい

でも基本
き ほ ん

指針
し し ん

が示
しめ

されており、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

・強化
きょうか

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの質的
しつてき

向上
こうじょう

など新
あら

たな成果
せ い か

目標
もくひょう

が掲
かか

げら

れています。本計画
ほんけいかく

は、この基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づきつつ、地域
ち い き

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえて策定
さくてい

し

ています。 

 

 

(２)国
くに

の第
だい

４次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

を踏
ふ

まえた策定
さくてい

 

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

は、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

より第
だい

４次
じ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

に改定
かいてい

されています。

本計画
ほんけいかく

は、国
くに

の第
だい

４次
じ

計画
けいかく

の施策
せ さ く

分野
ぶ ん や

を踏
ふ

まえつつ、策定
さくてい

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【国
くに

の第
だい

４次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の施策
せ さ く

分野
ぶ ん や

】 

１ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

 

２ 情報
じょうほう

アクセシビリティ(利用
り よ う

しやすさ)・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

 

３ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

等
とう

 

４ 差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

 

５ 生活
せいかつ

支援
し え ん

・意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

 

６ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

 

７ 行政
ぎょうせい

等
とう

における配慮
はいりょ

 

８ 雇用
こ よ う

・ 就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

支援
し え ん
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５．計画
けいかく

の実施
じ っ し

期間
き か ん

 

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

づく市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

と障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づ

く市町村
しちょうそん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

、児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づく市町村
しちょうそん

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の３つの計画
けいかく

を

一体
いったい

として策定
さくてい

するものです。 

本計画
ほんけいかく

の期間
き か ん

は、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

までの３年
ねん

間
かん

です。 

 

平成
へいせい

30年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

１年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

      

      

      

 

 

 

  

豊見城市
と み ぐ す く し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 

【平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

】 

第
だい

５期
き

豊見城市
と み ぐ す く し

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

【平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

】 

第
だい

１期
き

豊見城市
と み ぐ す く し

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

【平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

】 

（次期
じ き

）豊見城市
と み ぐ す く し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 

【令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

】 

第
だい

６期
き

豊見城市
と み ぐ す く し

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

【令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

】 

第
だい

２期
き

豊見城市
と み ぐ す く し

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

【令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

】 

【見
み

直
なお

し】 

【見
み

直
なお

し】 

【見
み

直
なお

し】 
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６．計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 

策定
さくてい

体制
たいせい

は、障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

を事務局
じむきょく

とし、学
がく

識者
しきしゃ

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

の代表
だいひょう

で構成
こうせい

する

「豊見城市
と み ぐ す く し

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」のもと、豊見城市
と み ぐ す く し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

、関係
かんけい

各課
か く か

等
とう

との連携
れんけい

・調整
ちょうせい

を 行
おこな

いつつ策定
さくてい

しています。 

 

豊見城市
と み ぐ す く し

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 

３計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって、さまざまな立場
た ち ば

の意見
い け ん

を聴取
ちょうしゅ

し、効果的
こうかてき

で実効性
じっこうせい

のあ

る計画
けいかく

を検討
けんとう

することを目的
もくてき

に組織
そ し き

された 協
きょう

議会
ぎ か い

であり、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

、

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

が委員
い い ん

として市
し

の障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進
すいしん

に関
かん

し

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

します。 

 

豊見城市
と み ぐ す く し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する関係者
かんけいしゃ

により組織
そ し き

され、地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

等
とう

への支援
し え ん

体制
たいせい

に関
かん

する課題
か だ い

について情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し、関係
かんけい

機関
き か ん

連携
れんけい

のもと地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた

体制
たいせい

の整備
せ い び

について協議
きょうぎ

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画
けいかく

(案
あん

)作成
さくせい

 

豊見城市
と み ぐ す く し

 

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

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

 

 

市民
し み ん

(障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び家族
か ぞ く

等
とう

) 

事務局
じむきょ く

（ 障
しょう

がい・長寿課
ちょうじゅか

） 

コンサルタント事業所
じぎょうしょ

 

（業務
ぎょうむ

支援
し え ん

） 

豊見城市
と み ぐ す く し

 

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 

審議審議審議審議
し ん ぎ

    

（（（（原案原案原案原案
げんあん

））））    

豊見城
とみぐす く

市長
しちょう

 

諮問諮問諮問諮問
し も ん

    

答申答申答申答申
とうしん

    

調査調査調査調査
ちょうさ

    

意見意見意見意見
い け ん

    

調 整調 整調 整調 整
ちょうせい

    

関係課
かんけいか

 

子
こ

育
そだ

て・保育
ほ い く

・教 育
きょういく

・

保
ほ

健
けん

・福祉
ふ く し

ほか 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第
だい

２ 章
しょう

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

１．基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と将来像
しょうらいぞう

 

２．基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

 

３．施策
せ さ く

の体系
たいけい

 

４．施策
せ さ く

の展開
てんかい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

「エイブル・アートとみぐすく」出展
しゅってん

作品
さくひん
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第
だい

２ 章
しょう

 障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 

１．基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と将来像
しょうらいぞう

 

平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

に策定
さくてい

された「豊見城市
と み ぐ す く し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

及
およ

び第
だい

５期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・第
だい

１

期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」では、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の精神
せいしん

に基
もと

づき、①障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も「共
とも

に暮
く

らす」、②適切
てきせつ

なサービスを利用
り よ う

しながら「安心
あんしん

して暮
く

らす」、③就労
しゅうろう

・

交流
こうりゅう

・学習
がくしゅう

などを「生
い

き活
い

きと活動
かつどう

する」といった３つの視点
し て ん

による基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を

設定
せってい

し、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

と障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりが“自分
じ ぶ ん

らしく”地域
ち い き

で暮
く

らして

いくための環
かん

境
きょう

づくりを目
めざ

指
さ

していました。 

本計画
ほんけいかく

においても、この３つの視点
し て ん

を大切
たいせつ

にし、一人
ひ と り

ひとりが共
とも

に生
い

きる環
かん

境
きょう

づ

くりを目
め

指
ざ

すため、前計画
ぜんけいかく

と同様
どうよう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

・将来像
しょうらいぞう

を掲
かか

げます。 

 

【基本
き ほ ん

理念
り ね ん

１ 人権
じんけん

を尊 重
そんちょう

し市民
し み ん

が共
とも

に暮
く

らす福祉
ふ く し

のまちづくり】 

障害
しょうがい

のある人
ひと

も障害
しょうがい

がない人
ひと

も同
おな

じ人格
じんかく

と権利
け ん り

を有
ゆう

する人間
にんげん

であり、同
おな

じく

豊見城
とみぐすく

市民
し み ん

として共
とも

に支
ささ

え合
あ

い生
い

きていくということを基本
き ほ ん

に福祉
ふ く し

のまちづく

りを目
め

指
ざ

します。 

いろいろな個性
こ せ い

を持
も

った人
にん

たちが、多様
た よ う

な生
い

き方
かた

をし、互
たが

いを尊重
そんちょう

し、ふれあ

い・助
たす

け合
あ

い・支
ささ

え合
あ

うことが当
あ

たり前
まえ

に営
いとな

まれているという地域
ち い き

環
かん

境
きょう

づくり

に努
つと

めます。 

 

【基本
き ほ ん

理念
り ね ん

２ 障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくり】 

障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

にかかわらず、障害
しょうがい

に応
おう

じた適切
てきせつ

なサービスを利用
り よ う

しながら、住
す

みなれた地域
ち い き

や本人
ほんにん

が希望
き ぼ う

する地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくりを目
め

指
ざ

しま

す。 

 

【基本
き ほ ん

理念
り ね ん

３ 障害者
しょうがいしゃ

が生
い

き活
い

きと活動
かつどう

するまちづくり】 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

において自立
じ り つ

して生活
せいかつ

し、その生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

が図
はか

られるよう、

働
はたら

く機会
き か い

の拡大
かくだい

、さまざまな交流
こうりゅう

や活動
かつどう

の場
ば

の提供
ていきょう

、学習
がくしゅう

機会
き か い

の拡大
かくだい

など、

障害者
しょうがいしゃ

の希望
き ぼ う

や能力
のうりょく

に応
おう

じた活動
かつどう

の場
ば

が広
ひろ

がるまちづくりを推進
すいしん

します。 
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これらの基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

し、本市
ほ ん し

が目
め

指
ざ

す将来像
しょうらいぞう

を次
つぎ

のとおり設定
せってい

します。 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

 

本市
ほ ん し

が目
め

指
ざ

す理念
り ね ん

及
およ

び将来像
しょうらいぞう

を達成
たっせい

するため、前計画
ぜんけいかく

を継承
けいしょう

するとともに、国
くに

の

第
だい

４次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

との整合性
せいごうせい

を図
はか

りながら、８つの基本
き ほ ん

目標
もくひょう

に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

のニーズを踏
ふ

まえた施策
せ さ く

を展開
てんかい

します。 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

１ 情 報
じょうほう

アクセシビリティ(利用
り よ う

しやすさ)の向 上
こうじょう

及
およ

び意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

○障害者
しょうがいしゃ

とその家族
か ぞ く

が必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を円滑
えんかつ

に入手
にゅうしゅ

できるよう、情報
じょうほう

アクセシビリ

ティや意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の観点
かんてん

を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

な方法
ほうほう

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

と情報
じょうほう

発信
はっしん

を 行
おこな

います。 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

２ 地域
ち い き

で暮
く

らす生活
せいかつ

基盤
き ば ん

の充 実
じゅうじつ

 

○自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

することに困難
こんなん

を抱
かか

える障害者
しょうがいしゃ

が、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

に関
かん

し

て、自
みずか

らの意思
い し

が反映
はんえい

された生活
せいかつ

を送
おく

ることができるように、可能
か の う

な限
かぎ

り本人
ほんにん

が

意思
い し

決定
けってい

できるように支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

○障害者
しょうがいしゃ

が一人
ひ と り

ひとりの状 況
じょうきょう

に応
おう

じ、身近
み ぢ か

な相談
そうだん

・専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

が受
う

けられる

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

を図
はか

ります。 

○子
こ

どもの成長
せいちょう

・自立
じ り つ

を促進
そくしん

し、保護者
ほ ご し ゃ

が安心
あんしん

して子
こ

育
そだ

てできる環境
かんきょう

をつくるた

め、子
こ

どものライフステージに応
おう

じた切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

○障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

や主体性
しゅたいせい

をもって自分
じ ぶ ん

らしく生活
せいかつ

できるよう、地域
ち い き

生活
せいかつ

を

支
ささ

える障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスや外出
がいしゅつ

支援
し え ん

など、日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

【豊見城市
と み ぐ す く し

が目
め

指
ざ

す障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の将来像
しょうらいぞう

】 

幸
しあわ

せな社会
しゃかい

を目
め

指
ざ

し、共
とも

に支
ささ

え合
あ

い 

生
い

き活
い

きと暮
く

らすまち 豊見城
と みぐ すく
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基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

３ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

○保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の観点
かんてん

から、健診
けんしん

等
とう

による疾病
しっぺい

に起因
き い ん

する障害
しょうがい

の発生
はっせい

予防
よ ぼ う

や心身
しんしん

の健
けん

康
こう

づくり、医療
いりょう

受診
じゅしん

に対
たい

する支援
し え ん

充実
じゅうじつ

を 行
おこな

います。 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

４ 障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの保育
ほ い く

や教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

○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

し社会
しゃかい

参加
さ ん か

す

ることができるよう、保育
ほ い く

や教育
きょういく

の支援
し え ん

体制
たいせい

充実
じゅうじつ

やインクルーシブ教育
きょういく

の推進
すいしん

等
とう

を図
はか

ります。 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

５ 雇用
こ よ う

・就 労
しゅうろう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

 

○障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

に関
かん

する理解
り か い

を促進
そくしん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

意欲
い よ く

向上
こうじょう

やス

キルアップ、就労
しゅうろう

しやすい環
かん

境
きょう

づくり、就労
しゅうろう

機会
き か い

の拡大
かくだい

など、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

促進
そくしん

に向
む

けた環境
かんきょう

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

６ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

活動
かつどう

の支援
し え ん

 

○障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

意欲
い よ く

を高
たか

め、さまざまな社会
しゃかい

活動
かつどう

や交流
こうりゅう

活動
かつどう

への参加
さ ん か

が可能
か の う

となるよう、機会
き か い

の確保
か く ほ

等
とう

、支援
し え ん

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

７ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

推進
すいしん

 

○障害者
しょうがいしゃ

が安全
あんぜん

・安心
あんしん

かつ快適
かいてき

に暮
く

らすことができるよう、住
す

まいや移動
い ど う

交通
こうつう

に関
かん

する取
と

り組
く

みを推進
すいしん

します。 

○災害
さいがい

等
とう

の緊急時
きんきゅうじ

における避難
ひ な ん

や生活
せいかつ

を支
ささ

える体制
たいせい

の強化
きょうか

、感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の

推進
すいしん

を図
はか

ります。 
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基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

８ 障害者
しょうがいしゃ

の差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

○障害者
しょうがいしゃ

(児
じ

)の権利
け ん り

を尊重
そんちょう

し、差別
さ べ つ

や虐待
ぎゃくたい

を受
う

けることなく、地域
ち い き

で安心
あんしん

して

生活
せいかつ

できるよう、「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」や「沖縄県
おきなわけん

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい社
しゃ

会
かい

づくり条例
じょうれい

」の精神
せいしん

を理解
り か い

し、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

や差別
さ べ つ

解消
かいしょう

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に向
む

けた施策
せ さ く

を推進
すいしん

します。 

○市民
し み ん

、子
こ

ども、行政
ぎょうせい

職員
しょくいん

に対
たい

し障害
しょうがい

への理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

り、共
とも

に暮
く

らす社
しゃ

会
かい

づく

りを進
すす

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【将来像
しょうらいぞう

】 幸
しあわ

せな社会
しゃかい

を目
め

指
ざ

し、共
とも

に支
ささ

え合
あ

い生
い

き活
い

きと暮
く

らすまち 豊見城
と み ぐ す く

 

【基本
き ほ ん

理念
り ね ん

】 【基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

】 【基本
き ほ ん

施策
せ さ く

】 【取組
とりくみ

施策
せ さ く

】 

１ 人権
じんけん

を尊 重
そんちょう

し市民
し み ん

が共
とも

に暮
く

ら

す福祉
ふ く し

のまちづくり 

２ 障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らせるま

ちづくり 

３ 障害者
しょうがいしゃ

が生
い

き活
い

きと活動
かつどう

する

まちづくり 

1-1 多様
た よ う

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

と発信
はっしん

 

2-1 本人
ほんにん

の決定
けってい

を尊 重
そんちょう

する意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

2-2 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

 

2-3 障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの支援
し え ん

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

 

2-4 障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスの充 実
じゅうじつ

 

3-1 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

4-1 保育
ほ い く

・教 育
きょういく

支援
し え ん

等
とう

の体制
たいせい

の整備
せ い び

 

4-2 学齢期
がくれいき

の教 育
きょういく

等
とう

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

5-1 障害者
しょうがいしゃ

が就 労
しゅうろう

しやすい環 境
かんきょう

づくりの推進
すいしん

 

6-1 多様
た よ う

な活動
かつどう

への支援
し え ん

 

7-1 住
す

まいや移動
い ど う

交通
こうつう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

 

7-2 災害
さいがい

対策
たいさく

・感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

8-1 権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する取
と

り組
く

みの推進
すいしん

 

8-2 障害者
しょうがいしゃ

への差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

と虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の取
と

り組
く

 

みの推進
すいしん

 

8-3 障 害
しょうがい

の理解
り か い

と意識
い し き

の向 上
こうじょう

 

1 多様
た よ う

な方法
ほうほう

による情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

 

2 情 報
じょうほう

入 手
にゅうしゅ

の支援
し え ん

 

1 自己
じ こ

決定
けってい

の尊 重
そんちょう

 

2 意
い

思
し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

1 相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充 実
じゅうじつ

 

2 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

3 地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

・定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 

1 療 育
りょういく

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

2 障害児
しょうがいじ

へのサービス等
とう

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

1 日 常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

の福祉
ふ く し

サービスの充 実
じゅうじつ

 

2 障害者
しょうがいしゃ

の外 出
がいしゅつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

1 保健
ほ け ん

対策
たいさく

の充 実
じゅうじつ

 

2 地域
ち い き

医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

1 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そくしん

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

2 障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

と定 着
ていちゃく

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

2 利用
り よ う

しやすい公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の整備
せ い び

 

1 住
す

まいのバリアフリーや確保
か く ほ

支援
し え ん

 

2 災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

1 災害
さいがい

への事前
じ ぜ ん

の備
そな

えの充 実
じゅうじつ

 

1 権利
け ん り

擁護
よ う ご

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

 

3 感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

1 差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

 

2 虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

と支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

1 障 害
しょうがい

の理解
り か い

啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

１ 情 報
じょうほう

アクセシビリティ(利用
り よ う

しやすさ)

の向 上
こうじょう

及
およ

び意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

２ 地域
ち い き

で暮
く

らす生活
せいかつ

基盤
き ば ん

の充 実
じゅうじつ

（自立
じ り つ

した

生活
せいかつ

の支援
し え ん

・意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

） 

４ 障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの保育
ほいく

や教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

３ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

５ 雇用
こ よ う

・就 労
しゅうろう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

 

６ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

活動
かつどう

の支援
し え ん

 

７ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

推進
すいしん

 

８ 障害者
しょうがいしゃ

の差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

３．施策
せ さ く

の体系
たいけい

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

４．施策
せ さ く

の展開
てんかい

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

１ 情報
じょうほう

アクセシビリティ(利用
り よ う

しやすさ)の向上
こうじょう

及
およ

び意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

1-1 多様
た よ う

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

と発信
はっしん

 

1-1-1 多様
た よ う

な方法
ほうほう

による情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

 

①情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

体制
たいせい

及
およ

び提 供
ていきょう

手法
しゅほう

の充 実
じゅうじつ

 

広報紙
こうほうし

や市
し

ホームページ等
とう

を活用
かつよう

し、障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

して情報
じょうほう

提供
ていきょう

すると

ともに、誰
だれ

にでもわかりやすい表現
ひょうげん

を使
つか

うなど工夫
く ふ う

を 行
おこな

います。 

「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

ハンドブック」を作成
さくせい

し、行政
ぎょうせい

サービス情報
じょうほう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

活動
かつどう

情報
じょうほう

など、身近
み ぢ か

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を引
ひ

き続
つづ

き 行
おこな

います。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

対応
たいおう

図書
と し ょ

の充 実
じゅうじつ

 

点字
て ん じ

図書
と し ょ

、大活字本
だいかつじぼん

、ＣＤブック等
とう

の収 集
しゅうしゅう

、閲覧
えつらん

及
およ

び貸出
かしだし

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り

ます。 

また、障害
しょうがい

により図書館
としょかん

へ行
い

くことが困難
こんなん

な方
かた

に対
たい

し、読書
どくしょ

バリアフリー法
ほう

に対応
たいおう

した電子
で ん し

図書
と し ょ

システムの整備
せ い び

及
およ

び電子
で ん し

図書
と し ょ

の拡充
かくじゅう

に取
と

り組
く

むとともに

郵送
ゆうそう

サービス等
とう

について検討
けんとう

を 行
おこな

います。 

障害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した図書
と し ょ

の利用
り よ う

促進
そくしん

に向
む

け、周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

【生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

振興
しんこう

課
か

(中央
ちゅうおう

図書館
としょかん

)】 

 

③緊急時
きんきゅうじ

の情 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

 

防災
ぼうさい

無線
む せ ん

・行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

、防災
ぼうさい

ラジオ、ＳＮＳの活用
かつよう

等
とう

により、災害
さいがい

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

します。また、障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した新
あら

たな情報
じょうほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

について検討
けんとう

を進
すす

め

ます。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】【防災
ぼうさい

管財
かんざい

課
か

】 
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④アクセシビリティに配慮
はいりょ

した行 政
ぎょうせい

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

 

市
し

のホームページ等
とう

による行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の電子的
でんしてき

提供
ていきょう

において、障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

む全市民
ぜんしみん

の利用
り よ う

しやすさに配慮
はいりょ

したウェブアクセシビリティ(利用
り よ う

しやすさ)

等
とう

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

や災害
さいがい

が発生
はっせい

するおそれがある場合
ば あ い

に、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して適切
てきせつ

に

情報
じょうほう

を伝達
でんたつ

できるよう、障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

伝達
でんたつ

の体制
たいせい

整備
せ い び

を図
はか

ります。 

【防災
ぼうさい

管財
かんざい

課
か

】【秘書
ひ し ょ

広報
こうほう

課
か

】【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

1-1-2 情 報
じょうほう

入 手
にゅうしゅ

の支援
し え ん

 

①多様
た よ う

な情 報
じょうほう

入 手
にゅうしゅ

手段
しゅだん

の提 供
ていきょう

 

市
し

ホームページの音声
おんせい

読
よ

み上
あ

げ機能
き の う

の付加
ふ か

、希望者
きぼうしゃ

に対
たい

する広報紙
こうほうし

の音訳
おんやく

Ｃ

Ｄの作成
さくせい

・配布
は い ふ

など、文字
も じ

での情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

が困難
こんなん

な方
かた

への支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【秘書
ひ し ょ

広報
こうほう

課
か

】 

 

②意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

窓口
まどぐち

への手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の配置
は い ち

、意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

する日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

を 行
おこな

います。また、障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた意思
い し

疎通
そ つ う

の対応
たいおう

方法
ほうほう

につい

て検討
けんとう

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

２ 地域
ち い き

で暮
く

らす生活
せいかつ

基盤
き ば ん

の充 実
じゅうじつ

（自立
じ り つ

した生活
せいかつ

の支援
し え ん

・意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

） 

2-1 本人
ほんにん

の決定
けってい

を尊 重
そんちょう

する意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

2-1-1 自己
じ こ

決定
けってい

の尊 重
そんちょう

 

①わかりやすい情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

 

自己
じ こ

決定
けってい

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を本人
ほんにん

が理解
り か い

しやすいよう工夫
く ふ う

して説明
せつめい

し、本人
ほんにん

が

安心
あんしん

して自信
じ し ん

をもって自由
じ ゆ う

に意思
い し

表示
ひょうじ

できるよう支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

2-1-2 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

①意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

本人
ほんにん

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

する観点
かんてん

から、 自
みずか

らの意思
い し

決定
けってい

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

が

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

することができるよう、「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイド

ライン」の普及
ふきゅう

を図
はか

り、意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

に配慮
はいりょ

しつつ、必要
ひつよう

な支援
し え ん

が 行
おこな

われる

ことを推進
すいしん

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

会議
か い ぎ

の開催
かいさい

 

障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら意思
い し

決定
けってい

することが困難
こんなん

な場合
ば あ い

、関係者
かんけいしゃ

による情報
じょうほう

交換
こうかん

など

を通
つう

じ、本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
り え き

について判断
はんだん

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

2-2 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

 

2-2-1 相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充 実
じゅうじつ

 

①相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

と啓発
けいはつ

 

障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

が身近
み ぢ か

な機関
き か ん

に安心
あんしん

して相談
そうだん

を受
う

けられるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を 行
おこな

います。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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②障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

や年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

等
とう

に対応
たいおう

した相談
そうだん

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりの心身
しんしん

状 況
じょうきょう

、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

、年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、状態
じょうたい

等
とう

に対応
たいおう

し

た、総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

2-2-2 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

①障 害
しょうがい

関係
かんけい

機関
き か ん

のネットワークの強化
きょうか

 

市
し

及
およ

び相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

、身体
しんたい

・知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

、保健所
ほけんじょ

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

のネットワーク形成
けいせい

とその活用
かつよう

を推進
すいしん

し、障害者
しょうがいしゃ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で

専門的
せんもんてき

相談
そうだん

を 行
おこな

うことができる体制
たいせい

を強化
きょうか

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの機能
き の う

強化
きょうか

 

市内
し な い

２か所
しょ

に委託
い た く

している基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの機能
き の う

強化
きょうか

及
およ

び市
し

との

連携
れんけい

強化
きょうか

を推進
すいしん

し、障害者
しょうがいしゃ

とその家族
か ぞ く

の相談
そうだん

支援
し え ん

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

③自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

推進
すいしん

 

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の各種
かくしゅ

会議
か い ぎ

を定期的
ていきてき

に開催
かいさい

し、市
し

、市
し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

とのネットワーク充実
じゅうじつ

、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

、

関係者
かんけいしゃ

の支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

向上
こうじょう

を促進
そくしん

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

④発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

へのピアサポートの推進
すいしん

 

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

(児
じ

)やその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

を強化
きょうか

するため、障害者
しょうがいしゃ

・家族
か ぞ く

同士
ど う し

が 行
おこな

う援助
えんじょ

として有効
ゆうこう

な手段
しゅだん

である当事者
とうじしゃ

等
とう

による相談
そうだん

活動
かつどう

(ピアサポート)

を推進
すいしん

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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2-2-3 地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

・定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 

①地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

体制
たいせい

の推進
すいしん

 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

の事業所
じぎょうしょ

や基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

と連携
れんけい

し、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

や精神科
せいしんか

病院
びょういん

に入院
にゅういん

している精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

するために

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。(精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構
こう

築
ちく

) 

退所
たいしょ

、退院
たいいん

を希望
き ぼ う

している障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の把握
は あ く

や長期
ちょうき

入院者
にゅういんしゃ

へのアプローチを

行
おこな

うとともに、退所
たいしょ

・退院後
たいいんご

に利用
り よ う

できる資源
し げ ん

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

い、円滑
えんかつ

な

地域
ち い き

移行
い こ う

の支援
し え ん

に努
つと

めます。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②地域
ち い き

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の事業所
じぎょうしょ

や基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

と連携
れんけい

し、施設
し せ つ

・病院
びょういん

等
とう

からの退所
たいしょ

・退院
たいいん

や同居
どうきょ

の家族
か ぞ く

等
とう

が障害
しょうがい

、疾病
しっぺい

等
とう

のために一人
ひ と り

暮
ぐ

らしに移行
い こ う

し

た障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する緊急時
きんきゅうじ

等
とう

の相談
そうだん

を受
う

けるとともに、その他
た

の必要
ひつよう

な支援
し え ん

体制
たいせい

についても検討
けんとう

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

2-3 障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの支援
し え ん

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

 

2-3-1 療 育
りょういく

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

①乳幼児
にゅうようじ

期
き

における早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

乳幼児
にゅうようじ

健診
けんしん

の実施
じ っ し

により障害
しょうがい

や疾病
しっぺい

を早期
そ う き

に発見
はっけん

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて支援
し え ん

につ

なげていきます。 

【子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

課
か

】 

 

②一貫
いっかん

した児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

発達
はったつ

障害
しょうがい

等
とう

の早期
そ う き

発見
はっけん

から、適切
てきせつ

な支援
し え ん

につなげていくため、巡回
じゅんかい

相談
そうだん

等
とう

の実施
じ っ し

及
およ

び巡回
じゅんかい

相談
そうだん

等
とう

を 行
おこな

う心理
し ん り

士
し

の確保
か く ほ

や、「児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター」の

設置
せ っ ち

に向
む

けて取
と

り組
く

みます。 

【保育
ほ い く

こども園
えん

課
か

】【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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③切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

妊娠
にんしん

、出産
しゅっさん

、子
こ

育
そだ

てに関
かん

する切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

するため、「子
こ

育
そだ

て世代
せ だ い

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター」を設置
せ っ ち

し、妊産婦
にんさんぷ

及
およ

び乳幼児
にゅうようじ

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

及
およ

び増進
ぞうしん

を図
はか

るほか、必要
ひつよう

な支援
し え ん

について関係課
かんけいか

と連携
れんけい

しながら包括的
ほうかつてき

に支援
し え ん

を行
おこな

います。 

【子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

課
か

】 

 

 

2-3-2 障害児
しょうがいじ

へのサービス等
とう

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

①障害児
しょうがいじ

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

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と連携
れんけい

し、障害児
しょうがいじ

とその家族
か ぞ く

に対
たい

する切
き

れ目
め

のない相談
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

ります。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

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、保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

、居宅
きょたく

訪問型
ほうもんかた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

などの障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

サービスについて、事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

により量的
りょうてき

、

質的
しつてき

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。（見
み

込
こ

み量
りょう

については第
だい

４章
しょう

 障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を参照
さんしょう

） 

また、居宅
きょたく

介護
か い ご

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

等
とう

を提供
ていきょう

できる環
かん

境
きょう

づくりに努
つと

め、障害児
しょうがいじ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられる体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

③重度
じゅうど

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

へのサービス提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

 

在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

する 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

の支援
し え ん

充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の

サービスにおいて、重度
じゅうど

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

を受
う

け入
い

れできる事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

④医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な障害児
しょうがいじ

への包括的
ほうかつてき

支援
し え ん

 

医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な障害児
しょうがいじ

が、地域
ち い き

において包括的
ほうかつてき

支援
し え ん

を受
う

けられるように、

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

を設
もう

けます。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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2-4 障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスの充 実
じゅうじつ

 

2-4-1 日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

の福祉
ふ く し

サービスの充 実
じゅうじつ

 

①地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

 

障害者
しょうがいしゃ

の高齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

や、親
おや

亡
な

き後
あと

を見
み

据
す

え、相談
そうだん

や緊急時
きんきゅうじ

の受
う

け入
い

れ等
とう

複数
ふくすう

の機能
き の う

を持
も

つ支援
し え ん

拠点
きょてん

について、圏域
けんいき

等
とう

での整備
せ い び

も含
ふく

めて検討
けんとう

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの充 実
じゅうじつ

 

在宅
ざいたく

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

・社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

む上
うえ

での、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

等
とう

の支援
し え ん

を 行
おこな

うとともに、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

及
およ

び日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

等
とう

により、在宅
ざいたく

サービスの量的
りょうてき

・質的
しつてき

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

や共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

といった居住
きょじゅう

系
けい

サービスについても、ニーズに

対応
たいおう

できるよう確保
か く ほ

に努
つと

めます。（見
み

込
こ

み量
りょう

については第
だい

３章
しょう

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を参照
さんしょう

） 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

③サービス提 供
ていきょう

に係
かか

る人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

 

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

が円滑
えんかつ

に実施
じ っ し

されるよう、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し必要
ひつよう

な指導
し ど う

を 行
おこな

う者
もの

を配置
は い ち

し、質
しつ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

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

の職員
しょくいん

が、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の理念
り ね ん

を理解
り か い

し、障害者
しょうがいしゃ

やそ

の家族
か ぞ く

の意思
い し

を尊重
そんちょう

しながら必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うことができるよう、周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

④地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

やコミュニケーション支援
し え ん

事業
じぎょう

、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

といった地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

について、地域
ち い き

のニーズを踏
ふ

まえたサー

ビス提供
ていきょう

を図
はか

ります。（見
み

込
こ

み量
りょう

については第
だい

３章
しょう

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を参照
さんしょう

） 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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⑤難病
なんびょう

や特定
とくてい

疾患
しっかん

等
とう

の特性
とくせい

に対
たい

する配慮
はいりょ

 

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

や小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾患
しっかん

児
じ

等
とう

に対
たい

する障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

に

あたっては、難病
なんびょう

や特定
とくてい

疾患
しっかん

等
とう

の特性
とくせい

(病 状
びょうじょう

の変化
へ ん か

や進行
しんこう

、福祉
ふ く し

ニーズ等
とう

)に

配慮
はいりょ

した円滑
えんかつ

な事務
じ む

を 行
おこな

います。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

2-4-2 障害者
しょうがいしゃ

の外出
がいしゅつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

①ヘルプマークの普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

外見
がいけん

からはわかりづらい障害
しょうがい

について、周囲
しゅうい

に配慮
はいりょ

を求
もと

める「ヘルプマーク」

の配布
は い ふ

を、今後
こ ん ご

も希望者
きぼうしゃ

に 行
おこな

います。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②移動
い ど う

支援
し え ん

への対応
たいおう

 

重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

児
じ

で、単独
たんどく

で通学
つうがく

・通所
つうしょ

することが困難
こんなん

な方
かた

に対
たい

し、通学
つうがく

・

通所
つうしょ

の移動
い ど う

支援
し え ん

を今後
こ ん ご

も継続
けいぞく

して 行
おこな

います。なお、通学
つうがく

等
とう

の移動
い ど う

支援
し え ん

について

は、個別
こ べ つ

に調整
ちょうせい

を図
はか

ります。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

３ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

3-1 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

3-1-1 保健
ほ け ん

対策
たいさく

の充 実
じゅうじつ

 

①疾病
しっぺい

に起因
き い ん

する障 害
しょうがい

の発生
はっせい

予防
よ ぼ う

 

生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

を目的
もくてき

とした特定
とくてい

健診
けんしん

や、がん検診
けんしん

等
とう

を 行
おこな

い、疾病
しっぺい

に起因
き い ん

する障害
しょうがい

の発生
はっせい

予防
よ ぼ う

に努
つと

めます。また、受診率
じゅしんりつ

の向上
こうじょう

に向
む

けて、健診
けんしん

等
とう

を受
う

けやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

【健康
けんこう

推進
すいしん

課
か

】 

 

②心身
しんしん

の健
けん

康
こう

づくり 

心身
しんしん

の健康
けんこう

を保
たも

つため、適度
て き ど

な運動
うんどう

、バランスのとれた栄養
えいよう

、食生活
しょくせいかつ

、休養
きゅうよう

、

睡眠
すいみん

、生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

改善
かいぜん

等
とう

について、知識
ち し き

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に取
と

り組
く

みます。 

【健康
けんこう

推進
すいしん

課
か

】 

 

 

3-1-2 地域
ち い き

医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

①医療
いりょう

受診
じゅしん

に対
たい

する支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

視覚
し か く

障害
しょうがい

や聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

の方
かた

が医療
いりょう

機関
き か ん

を受診
じゅしん

する際
さい

の同行
どうこう

支援
し え ん

、

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

のサービスを提供
ていきょう

するなど、障害者
しょうがいしゃ

が医療
いりょう

機関
き か ん

を受診
じゅしん

する際
さい

の支
し

援
えん

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

の紹介
しょうかい

といった、医療
いりょう

受診
じゅしん

に対
たい

する支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

４ 障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの保育
ほ い く

や教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

4-1 保育
ほ い く

・教 育
きょういく

支援
し え ん

等
とう

の体制
たいせい

の整備
せ い び

 

①保育所
ほいくしょ

等
とう

における受
う

け入
い

れの促進
そくしん

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

において障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

するなど、障害児
しょうがいじ

の受
う

け入
い

れ環境
かんきょう

を

整
ととの

えるとともに、研修
けんしゅう

等
とう

を実施
じ っ し

し職員
しょくいん

の質
しつ

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。また、心理
し ん り

士
し

による巡回
じゅんかい

を 行
おこな

い、発達
はったつ

が気
き

になる子
こ

の保護
ほ ご

者
しゃ

や保育
ほ い く

士
し

等
とう

の相談
そうだん

支援
し え ん

を 行
おこな

い

ます。 

【保育
ほ い く

こども園
えん

課
か

】 

 

②認定
にんてい

こども園
えん

における支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

市内
し な い

認定
にんてい

こども園
えん

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援員
しえんいん

の配置
は い ち

を 行
おこな

うなど特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

体制
たいせい

を整備
せ い び

し、個
こ

に応
おう

じた支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

します。 

【保育
ほ い く

こども園
えん

課
か

】 

 

 

4-2 学齢期
がくれいき

の教 育
きょういく

等
とう

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

①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

 

障害
しょうがい

がある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向
む

け、一人
ひ と り

ひとりの持
も

てる 力
ちから

を高
たか

め、生活
せいかつ

や学 習 上
がくしゅうじょう

の困難
こんなん

を改善
かいぜん

又
また

は克服
こくふく

するため、適切
てきせつ

な指導
し ど う

及
およ

び必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援
し え ん

員
いん

、通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

担当
たんとう

者
しゃ

といった特別
とくべつ

支援
し え ん

担当
たんとう

職員
しょくいん

やその他
た

職員
しょくいん

の資質
し し つ

を高
たか

め、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

を図
はか

ります。 

障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

、子
こ

育
そだ

て支援課
し え ん か

、保育
ほ い く

こども園課
え ん か

、学校
がっこう

教育課
きょういくか

による「教育
きょういく

支援
し え ん

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

」を実施
じ っ し

し、それぞれの取
と

り組
く

み等
とう

について情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を図
はか

りな

がら、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の深化
し ん か

に努
つと

めます。 

【学校
がっこう

教育課
きょういくか

】 
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②インクルーシブ教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、市民
し み ん

が相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊
そん

重
ちょう

し合
あ

う共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、インクルーシブ教育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

【学校
がっこう

教育課
きょういくか

】 

 

※インクルーシブ教育
きょういく

…障害
しょうがい

のある子
こ

どもと障害
しょうがい

のない子
こ

どもが共
とも

に教育
きょういく

を受
う

けること 

 

③就学
しゅうがく

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

特別
とくべつ

な配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の教育的
きょういくてき

ニーズに応
おう

じた適切
てきせつ

な支援
し え ん

のた

めに、必要
ひつよう

に応
おう

じて学校
がっこう

見学
けんがく

や体験
たいけん

入学
にゅうがく

を実施
じ っ し

しながら、就学
しゅうがく

相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

ります。 

【学校
がっこう

教育課
きょういくか

】 

 

④放
ほう

課
か

後
ご

児童
じ ど う

クラブ(学童
がくどう

クラブ)における障害児
しょうがいじ

の受
う

け入
い

れ環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

 

障害児
しょうがいじ

が放
ほう

課
か

後
ご

児童
じ ど う

クラブ(学童
がくどう

クラブ)を円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるよう、受
う

け皿
ざら

の

確保
か く ほ

や事業
じぎょう

の周知
しゅうち

等
とう

による利用
り よ う

促進
そくしん

を 行
おこな

います。 

【こども応援
おうえん

課
か

】 
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基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

５ 雇用
こ よ う

・就 労
しゅうろう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

 

5-1 障害者
しょうがいしゃ

が 就
しゅう

労
ろう

しやすい環
かん

境
きょう

づくりの推進
すいしん

 

5-1-1 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そくしん

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

①公共
こうきょう

機関
き か ん

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

率
りつ

の維持
い じ

 

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

を推進
すいしん

するため、市
し

の法定
ほうてい

雇用
こ よ う

率
りつ

の達成
たっせい

継続
けいぞく

に努
つと

めます。 

【人事
じ ん じ

課
か

】 

 

②ハローワーク専門
せんもん

援助
えんじょ

の活用
かつよう

の周知
しゅうち

 

ハローワーク専門
せんもん

援助
えんじょ

部門
ぶ も ん

の積極的
せっきょくてき

な活用
かつよう

についての周知
しゅうち

を促進
そくしん

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

③障 害
しょうがい

についての職場
しょくば

の理解
り か い

促進
そくしん

 

市内
し な い

企業
きぎょう

に対
たい

し、障害
しょうがい

特性
とくせい

や障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

について理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

る啓発
けいはつ

・広報
こうほう

を 行
おこな

うとともに、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の観点
かんてん

から、短時間
たんじかん

労働
ろうどう

や在宅
ざいたく

就 業
しゅうぎょう

など、

多様
た よ う

な働
はたら

き方
かた

を選択
せんたく

できる環
かん

境
きょう

づくりを促
うなが

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

5-1-2 障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

と定 着
ていちゃく

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

①就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

における一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行
い こ う

推進
すいしん

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスである「就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

(※1)」や「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

(※2)」からの一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を進
すす

めるため、サービス提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

と商工会
しょうこうかい

や企業
きぎょう

との連携
れんけい

・情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を図
はか

るとともに、「就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

」の活用
かつよう

により、一般
いっぱん

就労後
しゅうろうご

の定着
ていちゃく

支援
し え ん

を図
はか

ります。 

(※1)(※2)の詳細
しょうさい

については第
だい

３章
しょう

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

Ｐ57～Ｐ59参照
さんしょう

 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

 

障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

に関
かん

する情報
じょうほう

等
とう

を提供
ていきょう

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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③障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

に係
かか

る優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

等
とう

の推進
すいしん

 

｢障害者
しょうがいしゃ

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

｣(平成
へいせい

24年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

50号
ごう

)に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

の提供
ていきょう

する物品
ぶっぴん

・サービスの優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

(調達
ちょうたつ

)を推進
すいしん

します。また、

受注
じゅちゅう

機会
き か い

の増大
ぞうだい

が図
はか

れるよう物品
ぶっぴん

のＰＲ等
とう

の各種
かくしゅ

支援
し え ん

に努
つと

めます。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】  
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基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

６ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

活動
かつどう

の支援
し え ん

 

6-1 多様
た よ う

な活動
かつどう

への支援
し え ん

 

①地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

交流
こうりゅう

の促進
そくしん

 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、教育
きょういく

機関
き か ん

等
とう

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

の日常的
にちじょうてき

交流
こうりゅう

の場
ば

を設
もう

け、障害者
しょうがいしゃ

の

地域
ち い き

行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」や「世界
せ か い

自閉症
じへいしょう

啓発
けいはつ

デー」等
とう

における、庁舎内
ちょうしゃない

でのパネル

展
てん

などを通
とお

し、市民
し み ん

の参加
さ ん か

・交流
こうりゅう

機会
き か い

を確保
か く ほ

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

や創作
そうさく

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

障害者
しょうがいしゃ

が作成
さくせい

した作品
さくひん

等
とう

の展示会
てんじかい

(エイブル・アート)や福祉展
ふくしてん

などを開催
かいさい

し、

障害者
しょうがいしゃ

が気軽
き が る

に文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

や創作
そうさく

活動
かつどう

を 行
おこな

い、発表
はっぴょう

する機会
き か い

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

③スポーツ、レクリエーション活動
かつどう

の推進
すいしん

 

障害者
しょうがいしゃ

スポーツを推進
すいしん

するとともに、スポーツやレクリエーション活動
かつどう

を身
み

近
ぢか

に親
した

しむことができるよう支援
し え ん

に努
つと

めます。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

７ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

推進
すいしん

 

7-1 住
す

まいや移動
い ど う

交通
こうつう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

 

7-1-1 住
す

まいのバリアフリーや確保
か く ほ

支援
し え ん

 

①住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
か

に対
たい

する支援
し え ん

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

等
とう

に関連
かんれん

し、障害者
しょうがいしゃ

の移動
い ど う

等
とう

を円滑
えんかつ

にするための小
しょう

規
き

模
ぼ

な住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

に対
たい

する支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

市内
し な い

の既存
き ぞ ん

住宅
じゅうたく

をリフォームすることで、市民
し み ん

が安全
あんぜん

・安心
あんしん

して暮
く

らせる

居住
きょじゅう

環境
かんきょう

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、住宅
じゅうたく

のリフォーム工事
こ う じ

への支援
し え ん

を 行
おこな

いま

す。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】【都市
と し

計画
けいかく

課
か

】 

 

②共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

(グル－プホーム)の利用
り よ う

促進
そくしん

 

障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

(グル－プホーム)の利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

③民間
みんかん

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

等
とう

支援
し え ん

 

民間
みんかん

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

にあたり、支援
し え ん

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、物件
ぶっけん

のあっせん

や入居
にゅうきょ

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。また、事業
じぎょう

の周知
しゅうち

に努
つと

め、利用
り よ う

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

7-1-2 利用
り よ う

しやすい公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の整備
せ い び

 

①障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

した移動
い ど う

手段
しゅだん

の検討
けんとう

 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

策定
さくてい

の「交通
こうつう

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

めた交通
こうつう

弱者
じゃくしゃ

の

交通
こうつう

手段
しゅだん

確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

市内
し な い

一周
いっしゅう

バスにおける身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

割引
わりびき

を今後
こ ん ご

も実施
じ っ し

します。 

【都市
と し

計画
けいかく

課
か

】 
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7-2 災害
さいがい

対策
たいさく

・感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

7-2-1 災害
さいがい

への事前
じ ぜ ん

の備
そな

えの充 実
じゅうじつ

 

①避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン(個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

)の作成
さくせい

 

自力
じ り き

避難
ひ な ん

の困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

の作成
さくせい

を 行
おこな

うとともに、

避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

関係者
かんけいしゃ

(民生
みんせい

委員
い い ん

、自治会
じ ち か い

、消防
しょうぼう

等
とう

)へ名簿
め い ぼ

を提供
ていきょう

し、災害
さいがい

時
じ

に備
そな

え

ます。 

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

一人
ひ と り

ひとりについての避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン(個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

)の

作成
さくせい

を強化
きょうか

するとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

や関係者
かんけいしゃ

と連携
れんけい

し、避難
ひ な ん

を支援
し え ん

します。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の確保
か く ほ

及
およ

び備蓄
び ち く

物資
ぶ っ し

の確保
か く ほ

 

災害
さいがい

時
じ

における福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の確保
か く ほ

のため、関係
かんけい

施設
し せ つ

との協定
きょうてい

締結
ていけつ

を進
すす

めると

ともに、備蓄
び ち く

計画
けいかく

に基
もと

づいた資
し

機材
き ざ い

の備蓄
び ち く

を継続
けいぞく

していきます。また、福祉
ふ く し

避
ひ

難
なん

所
じょ

を開設
かいせつ

・運営
うんえい

する訓練
くんれん

を実施
じ っ し

し、実際
じっさい

の災害
さいがい

時
じ

に備
そな

えます。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】【防災
ぼうさい

管財
かんざい

課
か

】 

 

 

7-2-2 災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

①避難所
ひなんじょ

等
とう

における支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

推進
すいしん

 

避難所
ひなんじょ

において障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

を得
え

られるよう、必要
ひつよう

な

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。また、避難
ひ な ん

訓練
くんれん

への避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

や支援
し え ん

する方
かた

の

参加
さ ん か

を呼
よ

び掛
か

け、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

への誘導
ゆうどう

や個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

の活用
かつよう

など、避難
ひ な ん

支援
し え ん

の

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

【防災
ぼうさい

管財
かんざい

課
か

】【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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7-2-3 感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

①感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

新型
しんがた

コロナウイルス等
とう

の感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

を強化
きょうか

するため、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の事業所
じぎょうしょ

が感染症
かんせんしょう

発生
はっせい

時
じ

においてもサービスを継続
けいぞく

するための備
そな

えが講
こう

じら

れているか定期的
ていきてき

に確認
かくにん

するとともに、サービス事業所
じぎょうしょ

職員
しょくいん

が感染症
かんせんしょう

に対
たい

す

る理解
り か い

や知見
ち け ん

を有
ゆう

した上
うえ

で業務
ぎょうむ

にあたることができるよう、感染症
かんせんしょう

に対
たい

する

情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

を 行
おこな

います。 

障害者
しょうがいしゃ

の訪問
ほうもん

調査
ちょうさ

、面談
めんだん

、書類
しょるい

の受
う

け渡
わた

し等
とう

については、対面
たいめん

の機会
き か い

を減
へ

ら

し、電話
で ん わ

、郵送
ゆうそう

、リモート(遠隔
えんかく

参加
さ ん か

)などでの対応
たいおう

を極 力
きょくりょく

取
と

り入
い

れ、感染症
かんせんしょう

の予防
よ ぼ う

に努
つと

めます。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

８ 障害者
しょうがいしゃ

の差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

8-1 権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する取
と

り組
く

みの推進
すいしん

 

8-1-1 権利
け ん り

擁護
よ う ご

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

 

①成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

 

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 行
おこな

うとともに、利用
り よ う

が困難
こんなん

な者
もの

に対
たい

して制度
せ い ど

利用
り よ う

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

(社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

)の利用
り よ う

促進
そくしん

 

日常的
にちじょうてき

金銭
きんせん

管理
か ん り

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

い、同
どう

事業
じぎょう

の利用
り よ う

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

8-2 障害者
しょうがいしゃ

への差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

と虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の取
と

り組
く

みの推進
すいしん

 

8-2-1 差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

 

①｢障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

｣と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

に関
かん

する普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に向
む

けて、市民
し み ん

の関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるためパンフレット等
とう

の配布
は い ふ

による啓発
けいはつ

を 行
おこな

います。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

8-2-2 虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

と支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

①｢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

｣の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

に向
む

けて、積極的
せっきょくてき

に広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を 行
おこな

います。 

また、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

における障害者
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

の支援
し え ん

、施設
し せ つ

に

対
たい

する適切
てきせつ

な権限
けんげん

の行使
こ う し

等
とう

を 行
おこな

います。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 
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②障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する相談
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

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

｣及
およ

び｢障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

｣の趣旨
し ゅ し

に従
したが

い、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関
かん

する具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

についての相談
そうだん

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

 

8-3 障 害
しょうがい

の理解
り か い

と意識
い し き

の向上
こうじょう

 

8-3-1 障 害
しょうがい

の理解
り か い

啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

①市民
し み ん

の障 害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

の促進
そくしん

 

市民
し み ん

に対
たい

し、障害
しょうがい

特性
とくせい

と障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

に向
む

けた啓発
けいはつ

を実施
じ っ し

し

ます。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】 

 

②子
こ

どもに対
たい

する福祉
ふ く し

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

学校
がっこう

現場
げ ん ば

と市
し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

のもと、障害
しょうがい

に関
かん

する講演会
こうえんかい

の開催
かいさい

や

障害者
しょうがいしゃ

とのふれあい、体験
たいけん

活動
かつどう

を 行
おこな

い、子
こ

どもたちが互
たが

いに尊重
そんちょう

し合
あ

う共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け意識
い し き

の醸成
じょうせい

を図
はか

ります。 

【学校
がっこう

教育課
きょういくか

】 

 

③行 政
ぎょうせい

職員
しょくいん

への障 害
しょうがい

の理解
り か い

の推進
すいしん

 

行政
ぎょうせい

職員
しょくいん

に対
たい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して適切
てきせつ

な対応
たいおう

を 行
おこな

っていくための研修
けんしゅう

や

「職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

」の作成
さくせい

に取
と

り組
く

み、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

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。 

【 障
しょう

がい長寿課
ちょうじゅか

】【人事
じ ん じ

課
か

】 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第
だい

３ 章
しょう

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

１．成果
せ い か

目 標
もくひょう

 

２．第
だい

６期
き

のサービス別
べつ

見込量
みこみりょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

「エイブル・アートとみぐすく」出展
しゅってん

作品
さくひん
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第
だい

３ 章
しょう

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計
けい

画
かく

 

１．成果
せ い か

目 標
もくひょう

 

(１)福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の入所者
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

 

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、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までに、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

31日
にち

時点
じ て ん

の全施設
ぜんしせつ

入所者
にゅうしょしゃ

数
すう

59人
にん

の 2％にあたる 1人
にん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を目
め

指
ざ

します。 
 

 数値
す う ち

 備
び

  考
こう

 

現入所者数
げんにゅうしょしゃすう

(A) 59人
にん

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

(Ｒ2.3.31現在
げんざい

)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) 58人
にん

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

の見
み

込
こ

み 

削減
さくげん

見込
み こ み

目標値
もくひょうち

(C) 
1人
にん

 

2％ 

(C)＝(A)－(B)＝(E)－(D)の値
あたい

 

(国
くに

指針
し し ん

：目標
もくひょう

1.6％以上
いじょう

削減
さくげん

) 

新規
し ん き

入所者数
にゅうしょしゃすう

(D) 3人
にん

 
令和
れ い わ

３年
ねん

～令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までの新規
し ん き

入所者
にゅうしょしゃ

の見込
み こ み

 

退所者数
たいしょしゃすう

(E) 4人
にん

 令和
れ い わ

３年
ねん

～令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までの退所者
たいしょしゃ

の見込
み こ み

 

地域
ち い き

移行
い こ う

目標数
もくひょうすう

(F) 
4人
にん

 

7％ 

(E)のうち、地域
ち い き

移行
い こ う

目標者
もくひょうしゃ

 

(国
くに

指針
し し ん

：目標
もくひょう

６％以上
いじょう

移行
い こ う

) 

 

■ 削減
さくげん

見
み

込
こ

み数
すう

及
およ

び地域
ち い き

移行者数
いこうしゃすう

設定
せってい

の根拠
こんきょ

（考
かんが

え方
かた

） 

Ｒ５年度
ね ん ど

末
まつ

入所者数
にゅうしょしゃすう

(B)…現入所者数
げんにゅうしょしゃすう

(A)－ ((A)× 1.6％ )  59-(59＊

1.6％)≒58人
にん

 

新規
し ん き

入所者数
にゅうしょしゃすう

(D)…Ｒ３～Ｒ５の各
かく

年度
ね ん ど

において１人
にん

ずつ増加
ぞ う か

を見
み

込
こ

む 

退所者数
たいしょしゃすう

(E)…C＝E－Dに合致
が っ ち

するよう、４人
にん

として設定
せってい

 

地域
ち い き

移行
い こ う

目標数
もくひょうすう

(F)…現入所者
げんにゅうしょしゃ

(A)の６％以上
いじょう

＝59人
にん

＊6％≒4人
にん

 
 

本市
ほ ん し

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあるため、第
だい

５期
き

における未達成
みたっせい

割合
わりあい

を加味
か み

して目標値
もくひょうち

を見
み

込
こ

むのは現実的
げんじつてき

ではない。 

（Ｈ23：29人
にん

、Ｈ24：55人
にん

、Ｈ25：50人
にん

、Ｈ26：57人
にん

、Ｈ27：57人
にん

、Ｈ28：

57人
にん

、Ｈ29：57人
にん

、Ｈ30：58人
にん

、Ｈ31：59人
にん

） 

■ 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

に係
かか

る方策
ほうさく

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス(施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

)更新
こうしん

時
じ

の調査
ちょうさ

時
じ

に、本人
ほんにん

・家族
か ぞ く

等
とう

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

希望
き ぼ う

について聞
と

き取
と

りを 行
おこな

います。 
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(２)精神
せいしん

障 害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

 

①保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

 設置
せ っ ち

方法
ほうほう

 設置
せ っ ち

時期
じ き

 設置
せ っ ち

方法
ほうほう

 具体的
ぐたいてき

設置
せ っ ち

方法
ほうほう

 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

関
かん

係
けい

者
しゃ

による協議
きょうぎ

の

場
ば

の設置
せ っ ち

 

単独
たんどく

設置
せ っ ち

 令和
れ い わ

５年
ねん

 
既存
き ぞ ん

組織
そ し き

活用
かつよう

 

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の 

部会
ぶ か い

として設置
せ っ ち

する 

 

 
回数
かいすう

又
また

は人数
にんずう

 
備考
び こ う

 
令和
れ い わ

３年
ねん

 令和
れ い わ

４年
ねん

 令和
れ い わ

５年
ねん

 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

及
およ

び福
ふく

祉
し

関係者
かんけいしゃ

による 協
きょう

議
ぎ

の場
ば

の開催
かいさい

回数
かいすう

 

0 0 2 年間
ねんかん

の開催
かいさい

回数
かいすう

の見
み

込
こ

み 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

及
およ

び福
ふく

祉
し

関係者
かんけいしゃ

による 協
きょう

議
ぎ

の場
ば

への関係者
かんけいしゃ

の参加
さ ん か

人数
にんずう

 

0 0 5 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、介護
か い ご

、当
とう

事
じ

者
しゃ

及
およ

び家族
か ぞ く

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

ご

と(医療
いりょう

にあっては、精
せい

神
しん

科
か

及
およ

び精神科
せいしんか

以外
い が い

の医療
いりょう

機
き

関
かん

別
べつ

)の参観者
さんかんしゃ

人数
にんずう

の見
み

込
こ

み 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

及
およ

び福
ふく

祉
し

関係者
かんけいしゃ

による 協
きょう

議
ぎ

の場
ば

における目
もく

標
ひょう

設定
せってい

及
およ

び評価
ひょうか

の

実施
じ っ し

回数
かいすう

 

0 0 1 年間
ねんかん

の開催
かいさい

回数
かいすう

の見
み

込
こ

み 
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(３)地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

が有
ゆう

する機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

 

 整備
せ い び

区域
く い き

 設置
せ っ ち

時期
じ き

 整備
せ い び

手法
しゅほう

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

 単独
たんどく

設置
せ っ ち

 令和
れ い わ

５年
ねん

 面的
めんてき

整備型
せいびがた

 

※１ 整備
せ い び

区域
く い き

：単独
たんどく

設置
せ っ ち

 当該
とうがい

市町
しちょう

村内
そんない

で拠点
きょてん

に必要
ひつよう

な機能
き の う

を確保
か く ほ

すること。 

※２ 整備
せ い び

手法
しゅほう

：面的
めんてき

整備型
せ いびが た

 地域
ち い き

における複数
ふくすう

の機関
き か ん

が分担
ぶんたん

して機能
き の う

を担
にな

う体制
たいせい

の整備
せ い び

手法
しゅほう

 

 

 
回数
かいすう

 
備考
び こ う

 
令和
れ い わ

３年
ねん

 令和
れ い わ

４年
ねん

 令和
れ い わ

５年
ねん

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠
きょ

点
てん

の機能
き の う

の充実
じゅうじつ

に向
む

けた運用
うんよう

状
じょう

況
きょう

の 検証
けんしょう

及
およ

び

検討
けんとう

（年間
ねんかん

回数
かいすう

） 

0 0 1 

国
くに

指針
し し ん

：各市町村
かくしちょうそん

及
およ

び各圏域
かくけんいき

に一
ひと

つ以上
いじょう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

を確保
か く ほ

しつつ、その機
き

能
のう

の充実
じゅうじつ

のため、年
ねん

一回
いっかい

以
い

上
じょう

運用
うんよう

状 況
じょうきょう

を検証
けんしょう

及
およ

び検
けん

討
とう

することを基本
き ほ ん

とする。 

 

 

(４)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

等
とう

 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

のうち、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

する者
もの

の人数
にんずう

について、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

には、

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の年間
ねんかん

実績
じっせき

(11人
にん

)の 1.27倍
ばい

にあたる 14人
にん

の移行
い こ う

を目
め

指
ざ

します。 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の移行者
いこうしゃ

について、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

には、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の年間
ねんかん

実績
じっせき

(1人
にん

)の 2.00倍
ばい

にあたる 2人
にん

の移行
い こ う

を目
め

指
ざ

します。 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

事業
じぎょう

の移行者
いこうしゃ

について、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

には、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の年間
ねんかん

実績
じっせき

(4人
にん

)の 1.25倍
ばい

にあたる 5人
にん

の移行
い こ う

を目
め

指
ざ

します。 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業
じぎょう

の移行者
いこうしゃ

について、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

には、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の年間
ねんかん

実績
じっせき

(6人
にん

)の 1.17倍
ばい

にあたる 7人
にん

の移行
い こ う

を目
め

指
ざ

します。 

 

  



44 

①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

への移行者数
いこうしゃすう

 

 数値
す う ち

 備
び

  考
こう

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の 年間
ねんかん

一般
いっぱん

就
しゅう

労
ろう

移行者数
いこうしゃすう

  
11人

にん

 
令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

において就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

等
とう

を通
つう

じて、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

した者
もの

の数
かず

 

目標
もくひょう

年度
ね ん ど

(令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

)にお

ける年間
ねんかん

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

移行
い こ う

者
しゃ

数
すう

 

14人
にん

 

1.27倍
ばい

 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

中
ちゅう

に福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を退所
たいしょ

し、一
いっ

般
ぱん

就労
しゅうろう

する者
もの

の数
かず

(国
くに

指針
し し ん

：令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

実績
じっせき

の1.27倍
ばい

以上
いじょう

) 

 

②令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

における就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の移行者数
いこうしゃすう

 

 数値
す う ち

 備
び

  考
こう

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の移行者数
いこうしゃすう

  
1人
にん

 
令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の

移行者数
いこうしゃすう

 

目 標
もくひょう

年度
ね ん ど

(令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

)にお

ける一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行者数
いこうしゃすう

 

2人
にん

 

2.00倍
ばい

 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

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

（ 国
くに

指針
し し ん

： 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の 1.3倍
ばい

以上
いじょう

(30％以上
いじょう

)の増加
ぞ う か

） 

 

③令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

における就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

事業
じぎょう

の移行者数
いこうしゃすう

 

 数値
す う ち

 備
び

  考
こう

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の 就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

事業所
じぎょうしょ

の移行者数
いこうしゃすう

  
4人
にん

 
令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の移行者数
いこうしゃすう

 

目 標
もくひょう

年度
ね ん ど

(令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

)にお

ける一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行者数
いこうしゃすう

 

5人
にん

 

1.25倍
ばい

 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

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

（国
くに

指針
し し ん

：令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の 1.26倍
ばい

以上
いじょう

(26％以上
いじょう

)の増加
ぞ う か

） 
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④令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

における就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業
じぎょう

の移行者数
いこうしゃすう

 

 数値
す う ち

 備
び

  考
こう

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の 就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所
じぎょうしょ

の移行者数
いこうしゃすう

  
6人
にん

 
令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の移行者数
いこうしゃすう

 

目 標
もくひょう

年度
ね ん ど

(令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

)にお

ける一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行者数
いこうしゃすう

 

7人
にん

 

1.17倍
ばい

 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

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

（国
くに

指針
し し ん

：令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の 1.23倍
ばい

以上
いじょう

(23％以上
いじょう

)の増加
ぞ う か

） 

 

⑤就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者数
りようしゃすう

及
およ

び就 労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

 

 数値
す う ち

 備
び

  考
こう

 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

における 就
しゅう

労
ろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利
り

用
よう

者
しゃ

数
すう

 

9人
にん

 

国
くに

指針
し し ん

：令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

における就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

を通
つう

じて一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

する者
もの

のう

ち、七割
ななわり

が就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

を利用
り よ う

するこ

とを基本
き ほ ん

とする。 

②、③、④における移行者数
いこうしゃすう

合計
ごうけい

の７割
わり

を見
み

込
こ

む…(2人
にん

＋5人
にん

＋7人
にん

)＊0.7≒9人
にん

 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

の管内
かんない

就
しゅう

労
ろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所数
じぎょうしょすう

(見
み

込
こ

み) 

2か所
しょ

 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

の就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の管内
かんない

事業所数
じぎょうしょすう

 

・増加
ぞ う か

の見
み

込
こ

みがある場合
ば あ い

、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

末
まつ

の

事業所数
じぎょうしょすう

に加
くわ

えて記載
き さ い

すること。 

・増加
ぞ う か

するか見
み

込
こ

めない場合
ば あ い

は、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

末
まつ

の事業所数
じぎょうしょすう

を暫定的
ざんていてき

に記載
き さ い

すること。 

 ⇒ひまわりファクトリー、ちいろば２か所
しょ

 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

における

就労
しゅうろう

移行率
いこうりつ

が八割
はちわり

以上
いじょう

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の数
かず

 

2か所
しょ

 

国
くに

指針
し し ん

：就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

のうち、就 労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

が八割
はちわり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

を全体
ぜんたい

の七割
ななわり

以上
いじょう

 

⇒ひまわり、ちいろばの２か所
しょ

を見
み

込
こ

む 

 

■ 就労
しゅうろう

移行率
いこうりつ

及
およ

び職場
しょくば

定着率
ていちゃくりつ

の充実
じゅうじつ

に係
かか

る方策
ほうさく

 

関係
かんけい

機関
き か ん

や事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

を図
はか

りながらサービス内容
ないよう

の拡充
かくじゅう

に努
つと

めます。 
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(５)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

・強化
きょうか

等
とう

 

 
実施
じ っ し

時期
じ き

 
備考
び こ う

 
令和
れ い わ

３年
ねん

 令和
れ い わ

４年
ねん

 令和
れ い わ

５年
ねん

 

ア 総合的
そうごうてき

・専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

の実施
じ っ し

 国
くに

指針
し し ん

：令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までに、

各市町村
かくしちょうそん

又
また

は各圏域
かくけんいき

において、

総合的
そうごうてき

・専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

の実
じっ

施
し

及
およ

び地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

強化
きょうか

を実施
じ っ し

する体制
たいせい

を確保
か く ほ

すること

を基本
き ほ ん

とする。 

これらの取組
とりくみ

を実施
じ っ し

するに当
あ

た

っては、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター

等
とう

がその機能
き の う

を担
にな

うことを検討
けんとう

する。 

担
にな

い手
て

としては、「属性
ぞくせい

にかかわ

らず、地域
ち い き

の様々
さまざま

な相談
そうだん

を受
う

け

止
と

め、 自
みずか

ら対応
たいおう

又
また

はつなぐ機
き

能
のう

、他
た

機関
き か ん

協 働
きょうどう

の中 核
ちゅうかく

の機能
き の う

及
およ

び継続的
けいぞくてき

につながり続
づ

ける伴
ばん

走
そう

支援
し え ん

を中心的
ちゅうしんてき

に担
にな

う機能
き の う

を

備
そな

えた相談
そうだん

支援
し え ん

」事業
じぎょう

も示
しめ

され

ている。 

ア…さくら、ひまわり（基幹
き か ん

相談
そうだん

） 

イ…回数
かいすう

把握
は あ く

していないが、基
き

幹
かん

において実施
じ っ し

しているた

め「1」とする 

連携
れんけい

強化
きょうか

については、月
つき

1回
かい

の相談
そうだん

ワーキングの実施
じ っ し

回
かい

数
すう

とした 

総合的
そうごうてき

・専門的
せんもんてき

な相
そう

談
だん

支援
し え ん

の実施
じ っ し

見
み

込
こ

み

（か所数
しょすう

） 

2 2 2 

イ 地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

者
しゃ

に対
たい

する訪問
ほうもん

等
とう

に

よる専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

・

助言
じょげん

の件数
けんすう

 

1 1 1 

地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

所
しょ

の人材
じんざい

育成
いくせい

の支援
し え ん

件数
けんすう

 

0 0 1 

地域
ち い き

の相談
そうだん

機関
き か ん

との

連携
れんけい

強化
きょうか

の取組
とりくみ

の実
じっ

施
し

回数
かいすう

 

12 12 12 

 

■ 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

・強化
きょうか

に向
む

けた具体的
ぐたいてき

な方法
ほうほう

 

スーパーバイザーの活用
かつよう

(圏域
けんいき

)を 行
おこな

います。 
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(６)障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

を向 上
こうじょう

させるための取組
とりくみ

 

①質
しつ

の向上
こうじょう

に向
む

けた研修
けんしゅう

への参加
さ ん か

人数
にんずう

の見
み

込
こ

み 

 
参加
さ ん か

時期
じ き

及
およ

び人数
にんずう

 
備考
び こ う

 
令和
れ い わ

３年
ねん

 令和
れ い わ

４年
ねん

 令和
れ い わ

５年
ねん

 

都道府県
と ど う ふ け ん

が実施
じ っ し

する 障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

に係
かか

る 研修
けんしゅう

その他
た

の 研修
けんしゅう

への市町村
しちょうそん

職員
しょくいん

の参加
さ ん か

人数
にんずう

 

1 1 1 
少
すく

なくとも各年度
かくねんど

１名
めい

は参加
さ ん か

させる 

 

②障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

審査
し ん さ

支払
しはらい

等
とう

システムによる審査
し ん さ

結果
け っ か

の共有
きょうゆう

 

 構築
こうちく

時期
じ き

 備
び

  考
こう

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

審査
し ん さ

支払
しはらい

等
とう

シ

ステム等
とう

による審査
し ん さ

結果
け っ か

を分
ぶん

析
せき

してその結果
け っ か

を活用
かつよう

し、事
じ

業
ぎょう

所
しょ

や関係
かんけい

自治体
じ ち た い

等
とう

と 共 有
きょうゆう

する体制
たいせい

の構築
こうちく

 

実施
じ っ し

済
ず

み 

国
くに

指針
し し ん

：障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の質
しつ

を

向上
こうじょう

させるための取組
とりくみ

に関
かん

する事
じ

項
こう

を実施
じ っ し

する体制
たいせい

を構築
こうちく

することを

基本
き ほ ん

とする。 

 

 
回数
かいすう

 
備考
び こ う

 
令和
れ い わ

３年
ねん

 令和
れ い わ

４年
ねん

 令和
れ い わ

５年
ねん

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

審査
し ん さ

支払
しはらい

等
とう

システム等
とう

による審査
し ん さ

結果
け っ か

を分析
ぶんせき

してその結果
け っ か

を活用
かつよう

し、事業所
じぎょうしょ

や関係
かんけい

自治体
じ ち た い

等
とう

と の 共有
きょうゆう

実施
じ っ し

回数
かいすう

（年間
ねんかん

回数
かいすう

） 

1 1 1 

国
くに

指針
し し ん

：自立
じ り つ

支援
し え ん

審査
し ん さ

支払
しはらい

等
とう

システム等
とう

を活用
かつよう

し、

請 求
せいきゅう

の過誤
か ご

を無
な

くすため

の取組
とりくみ

や適正
てきせい

な運営
うんえい

を 行
おこな

っている事業所
じぎょうしょ

を確保
か く ほ

す

ることが必要
ひつよう
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２．第
だい

６期
き

のサービス別
べつ

見込量
みこみりょう

 

(１)自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

サービス 

①訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

● 訪問
ほうもん

系
けい

サービス 
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※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｱ)居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ） 

自宅
じ た く

で、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

等
とう

の身体
しんたい

介護
か い ご

・家事
か じ

援助
えんじょ

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｈ29～Ｒ１までの伸
の

び率
りつ

の平均
へいきん

を乗
じょう

じてＲ２以降
い こ う

の数値
す う ち

を見
み

込
こ

みました。 

利用者数
りようしゃすう

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.018、Ｈ30⇒Ｒ１：1.106 平均
へいきん

：1.062 

利 用 量
り よ う り ょ う

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.050、Ｈ30⇒Ｒ１：1.066 平均
へいきん

：1.058 

※Ｒ５には精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行分
いこうぶん

を含
ふく

みます。 
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※令和
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は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｲ)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
ふ じ ゆ う

者
しゃ

または重度
じゅうど

の知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

により、行動上
こうどうじょう

著
いちじる

しい困難
こんなん

を有
ゆう

する人
ひと

で常
つね

に介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に、自宅
じ た く

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

、外出
がいしゅつ

時
じ

における移動
い ど う

支援
し え ん

などを総合的
そうごうてき

に 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

前年度
ぜんねんど

との比較
ひ か く

ができないため、Ｒ１実績値
じっせきち

と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 
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※令和
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は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｳ)行動
こうどう

援護
え ん ご

 

自己
じ こ

判断
はんだん

能力
のうりょく

が制限
せいげん

されている障害者
しょうがいしゃ

が行動
こうどう

するとき、危険
き け ん

を回避
か い ひ

するた

めに必要
ひつよう

な支援
し え ん

や外出
がいしゅつ

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

年度
ね ん ど

ごとの利用者数
りようしゃすう

と利用量
りようりょう

にばらつきがあるため、平均値
へいきんち

と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 
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※令和
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は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｴ)同行
どうこう

援護
え ん ご

 

視覚
し か く

障害
しょうがい

により移動
い ど う

に 著
いちじる

しい困難
こんなん

を有
ゆう

する人
ひと

に、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

（代筆
だいひつ

・代読
だいどく

を含
ふく

む）、移動
い ど う

の援護
え ん ご

等
とう

の外出
がいしゅつ

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｈ29～Ｒ１までの伸
の

び率
りつ

平均
へいきん

を乗
じょう

じてＲ２以降
い こ う

の数値
す う ち

を見
み

込
こ

みました。 

利用者数
りようしゃすう

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.25、Ｈ30⇒Ｒ１：0.95 平均
へいきん

：1.10 

利 用 量
り よ う り ょ う

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.351、Ｈ30⇒Ｒ１：1.122 平均
へいきん

：1.23 
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込
こ

み値
ち
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ｵ)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

 

介護
か い ご

の必要性
ひつようせい

がとても高
たか

い障害者
しょうがいしゃ

に、居宅
きょたく

介護
か い ご

等
とう

複数
ふくすう

のサービスを包括的
ほうかつてき

に

行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

利用
り よ う

実績
じっせき

、利用
り よ う

見
み

込
こ

みはありません。 

 

 

 



54 

②日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

ｱ)生活
せいかつ

介護
か い ご

 

常
つね

に介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

に、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

等
とう

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。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｈ29～Ｒ１までの伸
の

び率
りつ

平均
へいきん

を乗
じょう

じてＲ２以降
い こ う

の数値
す う ち

を見
み

込
こ

みました。 

利用者数
りようしゃすう

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.0、Ｈ30⇒Ｒ１：1.04 平均
へいきん

：1.020 

利 用 量
り よ う り ょ う

…Ｈ29⇒Ｈ30：0.967、Ｈ30⇒Ｒ１：1.044 平均
へいきん

：1.005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,630 2,643 2,656
2,494 2,604 2,617

 0

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

(日/月)

計画値

実績値

第６期第５期

【利用量】

132 134 136
123 128 130

   0

   50

   100

   150

   200

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

(人/月)

計画値

実績値

第６期第５期

【利用者数】

※令和
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ｲ)-1 自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

地域
ち い き

において自立
じ り つ

した生活
せいかつ

が送
おく

れるよう、理学
り が く

療法
りょうほう

や作業
さぎょう

療法
りょうほう

等
とう

の身体
しんたい

機能
き の う

のリハビリテーション、歩行
ほ こ う

訓練
くんれん

、コミュニケーションや家事
か じ

等
とう

の訓練
くんれん

を

行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

年度
ね ん ど

ごとの利用者数
りようしゃすう

と利用量
りようりょう

にばらつきがあるため、平均値
へいきんち

と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 
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込
こ

み値
ち
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ｲ)-2 自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

自立
じ り つ

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、食事
しょくじ

や家事
か じ

等
とう

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

能力
のうりょく

を向上
こうじょう

するための支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

年度
ね ん ど

ごとの利用者数
りようしゃすう

と利用量
りようりょう

にばらつきがあるため、平均値
へいきんち

と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 
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※令和
れ い わ
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ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｳ)就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

に、一定
いってい

期間
き か ん

、就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

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。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

年度
ね ん ど

ごとの利用者数
りようしゃすう

と利用量
りようりょう

にばらつきがあるため、平均値
へいきんち

と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 

※Ｒ５には精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行分
いこうぶん

を含
ふく

みます。 
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ｴ)-1 就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

での就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な方
かた

に雇用
こ よ う

契約
けいやく

に基
もと

づく就労
しゅうろう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

し、

一般
いっぱん

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。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｈ29～Ｒ１までの伸
の

び率
りつ

平均
へいきん

を乗
じょう

じてＲ２以降
い こ う

の数値
す う ち

を見
み

込
こ

みました。 

利用者数
りようしゃすう

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.131、Ｈ30⇒Ｒ１：1.069 平均
へいきん

：1.10 

利 用 量
り よ う り ょ う

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.137、Ｈ30⇒Ｒ１：1.035 平均
へいきん

：1.086 

※Ｒ５には精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行分
いこうぶん

を含
ふく

みます。 
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ｴ)-2 就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

での就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な方
かた

に対
たい

し、雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

ばない形
かたち

で就労
しゅうろう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

し、一般
いっぱん

雇用
こ よ う

への移行
い こ 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

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。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｈ29～Ｒ１までの伸
の

び率
りつ

平均
へいきん

を乗
じょう

じてＲ２以降
い こ う

の数値
す う ち

を見
み

込
こ

みました。 

利用者数
りようしゃすう

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.148、Ｈ30⇒Ｒ１：1.096 平均
へいきん

：1.122 

利 用 量
り よ う り ょ う

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.066、Ｈ30⇒Ｒ１：1.162 平均
へいきん

：1.114 

※Ｒ５には精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行分
いこうぶん

を含
ふく

みます。 
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は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｵ)就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

した障害者
しょうがいしゃ

について、就労
しゅうろう

に伴
ともな

う生活面
せいかつめん

の課題
か だ い

に対
たい

し、

就労
しゅうろう

の継続
けいぞく

を図
はか

るために企業
きぎょう

・自宅
じ た く

等
とう

への訪問
ほうもん

等
とう

により、必要
ひつよう

な連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や

指導
し ど う

・助言
じょげん

等
とう

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

国
くに

指針
し し ん

に沿
そ

った利用者数
りようしゃすう

を見
み

込
こ

みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｶ)療養
りょうよう

介護
か い ご

 

医療
いりょう

と常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

に、医療
いりょう

機関
き か ん

で機能
き の う

訓練
くんれん

、療 養 上
りょうようじょう

の管
かん

理
り

、看護
か ん ご

、介護
か い ご

及
およ

び日常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｒ１実績値
じっせきち

と同数
どうすう

で見
み

込
こ

みました。 
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ｷ)短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

（ショートステイ） 

自宅
じ た く

で介護
か い ご

する人
にん

が病気
びょうき

の場合
ば あ い

などに、短期間
たんきかん

、夜間
や か ん

も含
ふく

めて施設
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

等
とう

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（福祉型
ふくしがた

） 

Ｈ29～Ｒ１までの伸
の

び率
りつ

平均
へいきん

を乗
じょう

じてＲ２以降
い こ う

の数値
す う ち

を見
み

込
こ

みました。 

利用者数
りようしゃすう

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.30、Ｈ30⇒Ｒ１：0.923 平均
へいきん

：1.111 

利 用 量
り よ う り ょ う

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.235、Ｈ30⇒Ｒ１：0.936 平均
へいきん

：1.085 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（医療型
いりょうがた

） 

年度
ね ん ど

ごとの利用者数
りようしゃすう

と利
り

用量
ようりょう

にばらつきがあるため、平均値
へいきんち

と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 
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ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち

 



62 

③居住
きょじゅう

系
けい

サービス 

ｱ)自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

やグループホーム等
とう

から一人
ひ と り

暮
ぐ

らしへの移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

や精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

し、一定
いってい

期間
き か ん

、定期的
ていきてき

な巡回
じゅんかい

訪問
ほうもん

・随時
ず い じ

対応
たいおう

による必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｒ５には精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行分
いこうぶん

を含
ふく

みます。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

ｲ)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） 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

を 行
おこな

う住居
じゅうきょ

で、相談
そうだん

や日常
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。また、入
にゅう

浴
よく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

の必要性
ひつようせい

が認定
にんてい

されている障害者
しょうがいしゃ

には、介護
か い ご

サービ

スも提供
ていきょう

します。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｒ１実績値
じっせきち

に施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

移行分
いこうぶん

(Ｒ２～Ｒ５ 1名
めい

ずつ)を含
ふく

めて見
み

込
こ

みました。 

※Ｒ５には精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行分
いこうぶん

を含
ふく

みます。 
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※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｳ)施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

施設
し せ つ

に入 所
にゅうしょ

する障害者
しょうがいしゃ

に、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

等
とう

を行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

国
くに

指針
し し ん

に沿
そ

った利用者数
りようしゃすう

を見
み

込
こ

みました。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

④相談
そうだん

支援
し え ん

 

ｱ)計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の申請
しんせい

にかかる支給
しきゅう

決定前
けっていまえ

に、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

を

作成
さくせい

し、支給
しきゅう

決定後
けっていご

に、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を 行
おこな

うとともに、サ

ービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

します。また、サービス等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

を 行
おこな

い、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

などを 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

各年度
かくねんど

実績
じっせき

の平均値
へいきんち

で見
み

込
こ

みました。 

※Ｒ５には精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行分
いこうぶん

を含
ふく

みます。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

100 100 102104
116

100

   0

   50

   100

   150

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

(人/月)

計画値

実績値

第６期第５期

【利用者数】

58 58 5858 59 58

   0

   20

   40

   60

   80

   100

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

(人/月)

計画値

実績値

第６期第５期

【利用者数】

※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち

 

※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち

 



64 

ｲ)地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、精神科
せいしんか

病院
びょういん

、保護
ほ ご

施設
し せ つ

等
とう

を退所
たいしょ

する障害者
しょうがいしゃ

、児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を利用
り よ う

する 18歳
さい

以上
いじょう

の者
もの

等
とう

を対象
たいしょう

に、地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

、相談
そうだん

による

不安
ふ あ ん

解消
かいしょう

、外出
がいしゅつ

への同行
どうこう

支援
し え ん

、住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

、関係
かんけい

機関
き か ん

との調整
ちょうせい

等
とう

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

国
くに

指針
し し ん

に沿
そ

った利用者数
りようしゃすう

を見
み

込
こ

みました。 

Ｒ２～Ｒ５まで各年度
かくねんど

１名
めい

ずつの退所
たいしょ

を想定
そうてい

しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ｳ)地域
ち い き

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 

居宅
きょたく

において単身
たんしん

で生活
せいかつ

している障害者
しょうがいしゃ

等
とう

を対象
たいしょう

に、常時
じょうじ

の連絡
れんらく

体制
たいせい

を確
かく

保
ほ

し、緊急
きんきゅう

時
じ

には必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

利用
り よ う

実績
じっせき

はないが、Ｒ５までに１名
めい

の利用
り よ う

を見
み

込
こ

みました。 
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(２)地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

（市町村
しちょうそん

事業
じぎょう

） 

障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

、社会
しゃかい

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、地域
ち い き

の特性
とくせい

や利用者
りようしゃ

の状 況
じょうきょう

に

応
おう

じた取
と

り組
く

みを 行
おこな

うものです。国
くに

からの必須
ひ っ す

事業
じぎょう

と、市町村
しちょうそん

の判断
はんだん

で実施
じ っ し

する

任意
に ん い

事業
じぎょう

とがあります。 

 

①必須
ひ っ す

事業
じぎょう

 

ｱ)理解
り か い

促進
そくしん

研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が、日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むうえで 生
しょう

じる「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

」

を除去
じょきょ

するため、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の理解
り か い

を深
ふか

めるため研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を通
つう

じて地域
ち い き

の

住民
じゅうみん

の方
かた

への働
はたら

きかけを強化
きょうか

することで、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

ります。 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

理解
り か い

啓発用
けいはつよう

パンフレットを作成
さくせい

し、配布
は い ふ

しました。 

Ｒ１実績値
じっせきち

と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 
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ｲ)自発的
じはつてき

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
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

等
とう

、そのご家族
か ぞ く

、地域
ち い き

の住民
じゅうみん

の方
かた

等
とう

による地域
ち い き

における自発的
じはつてき

な取
と

り

組
く

みを支援
し え ん

することにより、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

ります。 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

自助
じ じ ょ

組織
そ し き

(2か所
しょ

)に自主
じ し ゅ

事業
じぎょう

実施
じ っ し

を委託
い た く

しました。 

Ｒ１はコロナの影響
えいきょう

で中止
ちゅうし

があったため、Ｈ29とＨ30の平均
へいきん

で見
み

込
こ

みました。 
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ち
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ｳ)相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

ｳ)1-1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

 

障害者
しょうがいしゃ

やその保護者
ほ ご し ゃ

、介護者
かいごしゃ

などからの相談
そうだん

に応
おう

じ、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

の

支援
し え ん

を 行
おこな

うとともに、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

のために必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を 行
おこな

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｳ)1-2基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター及
およ

び基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

 

地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

役割
やくわり

を担
にな

う機関
き か 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

の

実施
じ っ し

や地域
ち い き

の相談
そうだん

体制
たいせい

の強化
きょうか

の取
と

り組
く

み等
とう

を 行
おこな

います。 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

Ｒ１実績値
じっせきち

と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 
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ｳ)1-3住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

等
とう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

賃貸
ちんたい

契約
けいやく

による一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

を希望
き ぼ う

しているが、入居
にゅうきょ

が困難
こんなん

な 障
しょう

害
がい

者
しゃ

に対
たい

し、入居
にゅうきょ

に必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

等
とう

に係
かか

る支援
し え ん

を 行
おこな

うとともに、家主
や ぬ し

等
とう

への相談
そうだん

・

助言
じょげん

を通
つう

じて障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

します。 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

各年度
かくねんど

の平均値
へいきんち

で見
み

込
こ

みました。 
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ｴ)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

 

補助
ほ じ ょ

を受
う

けなければ成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

が困難
こんなん

である人
ひと

を対象
たいしょう

に、費用
ひ よ う

を

助成
じょせい

します。 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

Ｒ１実績値
じっせきち

と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｵ)成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

法人
ほうじん

後見
こうけん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

市民
し み ん

後見人
こうけんにん

を活用
かつよう

した法人
ほうじん

後見
こうけん

を支援
し え ん

するための研修
けんしゅう

等
とう

を 行
おこな

います。 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

利用
り よ う

実績
じっせき

はありません。 
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ｶ)意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

ｶ)-1手
しゅ

話
わ

通
つう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆記者
ひっきしゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

 

聴覚
ちょうかく

、音声
おんせい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

、視覚
し か く

等
とう

の障害
しょうがい

のため、意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることに支障
ししょう

が

ある人
ひと

とその他
た

の人
ひと

の意思
い し

疎通
そ つ う

を仲介
ちゅうかい

するために、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、点訳
てんやく

等
とう

を 行
おこな

う者
もの

の派遣
は け ん

などを 行
おこな

います。 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

Ｒ２見
み

込
こ

みと同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｶ)-2手
しゅ

話
わ

通
つう

訳者
やくしゃ

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

を 行
おこな

う者
もの

を市
し

役所
やくしょ

等
とう

に配置
は い ち

する事業
じぎょう

です。 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

１名
めい

確保
か く ほ

に向
む

け募集
ぼしゅう

を 行
おこな

っています。 
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ｷ)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

等
とう

に対
たい

し、自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

等
とう

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

または貸与
た い よ

を 行
おこな

います。 

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

の用具
よ う ぐ

の種類
しゅるい

は、以下
い か

の６つに分類
ぶんるい

されます。 
 

種
しゅ

  類
るい

 内
ない

  容
よう

 

①介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 特殊
とくしゅ

寝台
しんだい

、特殊
とくしゅ

マット、体位
た い い

変換器
へんかんき

等
とう

 

②自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 入浴
にゅうよく

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

、聴覚
ちょうかく

障害者用
しょうがいしゃよう

屋内
おくない

信号
しんごう

装置
そ う ち

等
とう

 

③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

 電気式
でんきしき

たん吸引器
きゅういんき

、盲人用
もうじんよう

体温計
たいおんけい

等
とう

 

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

 点字器
て ん じ き

、人工
じんこう

喉頭
こうとう

等
とう

 

⑤排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 ストマ用
よう

装具
そ う ぐ

、紙
かみ

おむつ等
とう

 

⑥居住
きょじゅう

生活
せいかつ

動作
ど う さ

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

 

 (住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

) 
設置
せ っ ち

に小規模
しょうきぼ

な住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

を 伴
ともな

う用具
よ う ぐ

 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

年度
ね ん ど

によりばらつきがあるため、すべての用具
よ う ぐ

において、平均値
へいきんち

で見
み

込
こ

みま

した。 
 

 ｷ)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
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 ｷ)-1介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｷ)-2自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｷ)-3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
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 ｷ)-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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｷ)-5排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｷ)-6居住
きょじゅう

生活
せいかつ

動作
ど う さ

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

（住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

）  
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ｸ)手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

手話
し ゅ わ

で意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を 行
おこな

う者
もの

を養成
ようせい

します。 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

養成
ようせい

期間
き か ん

２年
ねん

のため、隔年
かくねん

で見
み

込
こ

みました。（平均値
へいきんち

） 
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４年度

令和

５年度

(人/年)

計画値

実績値

第６期第５期

【修了見込み者数】

※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｹ)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

な障害者
しょうがいしゃ

について、外出
がいしゅつ

のための支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

各年度
かくねんど

の平均値
へいきんち

で見
み

込
こ

みました。 
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【延利用時間】
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５年度

(人/年)

計画値

実績値

第６期第５期

【実利用人数】

※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｺ)地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 

障害者
しょうがいしゃ

が通
かよ

い、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

の提供
ていきょう

、社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

の促進
そくしん

等
とう

の便宜
べ ん ぎ

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターには基礎
き そ

的
てき

事業
じぎょう

とⅠ型
がた

からⅢ型
がた

の機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

があ

ります。 
 

【基礎
き そ

的
てき

事業
じぎょう

】 

創作
そうさく

活動
かつどう

、生産
せいさん

活動
かつどう

、社会
しゃかい

との

交流
こうりゅう

促進
そくしん

等
とう

を

実施
じ っ し

する。 

＋ 

【機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

】 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターの機能
き の う

を強化
きょうか

する事業
じぎょう

として次
つぎ

の３

種類
しゅるい

の事業
じぎょう

があります。 

〔機能
き の う

強化
きょうか

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
とう

)を配置
は い ち

し、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

及
およ

び地
ち

域
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
けい

発
はつ

等
とう

の事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します。なお、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

又
また

は委託
い た く

を受
う

けていることを要件
ようけん

とします。 

〔機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

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
とう

のサービスを実施
じ っ し

します。 

〔機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

Ⅲ型
がた

〕 

①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
とう

が実施
じ っ し

する通所
つうしょ

による「小規模
しょうき ぼ

作業所
さぎょうじょ

」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。 

②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

ることも可能
か の う

。 
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【実施
じ っ し

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

】 

Ｒ１実績
じっせき

(最高値
さいこうち

)と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 
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実績値
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【実施か所数】

※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第
だい

４ 章
しょう

 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

１．成果
せ い か

目 標
もくひょう

 

２．第
だい

２期
き

のサービス別
べつ

見込量
みこみりょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

「エイブル・アートとみぐすく」出展
しゅってん

作品
さくひん
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第
だい

４ 章
しょう

 障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計
けい

画
かく

 

１．成果
せ い か

目 標
もくひょう

 

(１)障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に係
かか

る障害児
しょうがいじ

の子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

等
とう

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

 
 

＜第
だい

２期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に係
かか

る見
み

込
こ

み量
りょう

等
とう

調査
ちょうさ

＞ 

事
じ

 項
こう

 
令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の実績
じっせき

（人
にん

） 

利用
り よ う

ニーズを踏
ふ

まえた必要
ひつよう

な見
み

込
こ

み量
りょう

(人
にん

) 

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

保育所
ほいくしょ

 26 26 39 39 

認定
にんてい

こども園
えん

 49 49 49 49 

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

健全
けんぜん

育成
いくせい

事業
じぎょう

 24 30 30 30 

幼稚園
ようちえん

（認定
にんてい

こども園
えん

に移行
い こ う

したため、なし） 
0 0 0 0 

 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の人数
にんずう

（令和
れ い わ

２年
ねん

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） 

０歳
さい

以上
いじょう

～３歳
さい

未満
み ま ん

 ３歳
さい

以上
いじょう

～６歳
さい

未満
み ま ん

 ６歳
さい

以上
いじょう

～18歳
さい

未満
み ま ん

 合計
ごうけい

 

0 5 3 8 

 

 

(２)障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

等
とう

 

①重層的
じゅうそうてき

な地域
ち い き

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を目指
め ざ

すための児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

 

 設置
せ っ ち

方法
ほうほう

 設置
せ っ ち

時期
じ き

 備
び

  考
こう

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センタ

ーの設置
せ っ ち

 
単独
たんどく

設置
せ っ ち

 令和
れ い わ

５年
ねん

 

国
くに

指針
し し ん

：各市町村
かくしちょうそん

に少
す

なくとも一
いっ

か所
しょ

以上
いじょう

設置
せ っ ち

することを基本
き ほ ん

と

する。なお、市町村
しちょうそん

単独
たんどく

での設置
せ っ ち

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

には、圏域
けんいき

での設置
せ っ ち

であっても差
さ

し支
つか

えない。 

 

■ 具体的
ぐたいてき

な方法
ほうほう

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターの機能
き の う

を備
そな

えている法人
ほうじん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

への委託
い た く

を検討
けんとう

します。 
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②保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

 構築
こうちく

時期
じ き

 備
び

  考
こう

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

を 利
り

用
よう

できる体制
たいせい

の構築
こうちく

 
実施
じ っ し

済
ず

み 

国
くに

指針
し し ん

：全
すべ

ての市町村
しちょうそん

において、保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

を利用
り よ う

できる体制
たいせい

を構築
こうちく

するこ

とを基本
き ほ ん

とする。 

 

③主
おも

に 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービ

ス事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

 

 確保
か く ほ

方法
ほうほう

 確保
か く ほ

時期
じ き

 備
び

  考
こう

 

主
しゅ

に 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

児
じ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発
はっ

達
たつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び放
ほう

課
か

後
ご

等
とう

デイサービス

事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

 

単独
たんどく

確保
か く ほ

 確保済
かくほずみ

 

国
くに

指針
し し ん

：各市町村
かくしちょうそん

に少
す

なくとも一
いっ

か所
しょ

以上
いじょう

確保
か く ほ

することを基本
き ほ ん

と

する。なお、市町村
しちょうそん

単独
たんどく

での確保
か く ほ

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

には、圏域
けんいき

での確保
か く ほ

であっても差
さ

し支
つか

えない。 
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④医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

の協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

 設置
せ っ ち

方法
ほうほう

 設置
せ っ ち

時期
じ き

※ 備
び

  考
こう

 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

が

連携
れんけい

を図
はか

るための

協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

単独
たんどく

設置
せ っ ち

 令和
れ い わ

５年
ねん

 

国
くに

指針
し し ん

：各都道府県
かくとどうふけん

、各圏域
かくけんいき

及
およ

び

各市町村
かくしちょうそん

において、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

が連携
れんけい

を図
はか

るための協議
きょうぎ

の場
ば

を設
もう

けるとともに、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

に関
かん

するコーディネーターを配置
は い ち

する

ことを基本
き ほ ん

とする。なお、市町村
しちょうそん

単
たん

独
どく

での設置
せ っ ち

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

には、都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

が関与
か ん よ

した上
うえ

での、圏域
けんいき

での

設置
せ っ ち

であっても差
さ

し支
つか

えない。 

※国
くに

指針
し し ん

においては、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までに確保
か く ほ

することとされている 

 

■設置
せ っ ち

方法
ほうほう

の詳細
しょうさい

 

 設置
せ っ ち

方法
ほうほう

 具体的
ぐたいてき

内容
ないよう

 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、

教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

が連携
れんけい

を図
はか

るための協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

既存
き ぞ ん

組織
そ し き

活用
かつよう

 自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に部会
ぶ か い

を設置
せ っ ち

 

 

 
配置
は い ち

時期
じ き

及
およ

び人数
にんずう

 
備考
び こ う

 
令和
れ い わ

３年
ねん

 令和
れ い わ

４年
ねん

 令和
れ い わ

５年
ねん

 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

に関
かん

するコーディネータ

ーの配置
は い ち

 

1 1 1 

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

(部会
ぶ か い

)のメ

ンバーをコーディネーター

として配置
は い ち

予定
よ て い

(養成
ようせい

講座
こ う ざ

受講済
じゅこうずみ

) 

 

  



84 

２．第
だい

２期
き

のサービス別
べつ

見込量
みこみりょう

 

(１)障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

 

ｱ)児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

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

・知識
ち し き

・集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

訓練
くんれん

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｈ29～Ｒ１までの伸
の

び率
りつ

平均
へいきん

を乗
じょう

じてＲ２以降
い こ う

の数値
す う ち

を見
み

込
こ

みました。 

利用者数
りようしゃすう

…Ｈ29⇒Ｈ30：0.951、Ｈ30⇒Ｒ１：1.189 平均
へいきん

：1.070 

利 用 量
り よ う り ょ う

…Ｈ29⇒Ｈ30：0.968、Ｈ30⇒Ｒ１：1.134 平均
へいきん

：1.051 
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計画値

実績値

第６期第５期

【利用者数】

※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｲ)医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

児
じ

について、医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター又
また

は指定
し て い

医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

に

通
かよ

わせ、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

及
およ

び治療
ちりょう

を 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

利用者数
りようしゃすう

に変化
へ ん か

はないものの、利用量
りようりょう

は増
ふ

え続
つづ

けている状 況
じょうきょう

を鑑
かんが

み、Ｒ

１実績値
じっせきち

と同数
どうすう

を見
み

込
こ

みました。 
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【利用者数】

※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｳ)放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 

放課後
ほ う か ご

や夏
なつ

休
やす

み等
とう

の長期
ちょうき

休暇中
きゅうかちゅう

において、生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のための訓練
くんれん

等
とう

を

継続的
けいぞくてき

に提供
ていきょう

します。学校
がっこう

教育
きょういく

と相
あい

まって障害児
しょうがいじ

の自立
じ り つ

を促進
そくしん

するとともに、

放課後
ほ う か ご

等
とう

の居
い

場
ば

所
しょ

づくりを推進
すいしん

します。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｈ29～Ｒ１までの伸
の

び率
りつ

平均
へいきん

を乗
じょう

じてＲ２以降
い こ う

の数値
す う ち

を見
み

込
こ

みました。 

利用者数
りようしゃすう

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.224、Ｈ30⇒Ｒ１：1.083 平均
へいきん

：1.153 

利 用 量
り よ う り ょ う

…Ｈ29⇒Ｈ30：1.095、Ｈ30⇒Ｒ１：1.063 平均
へいきん

：1.079 
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※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｴ)保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

を現在
げんざい

利用中
りようちゅう

の障害児
しょうがいじ

、今後
こ ん ご

利用
り よ う

する予定
よ て い

の障害児
しょうがいじ

に対
たい

して、訪問
ほうもん

により、保育所
ほいくしょ

等
とう

における集団
しゅうだん

生活
せいかつ

の適応
てきおう

のための専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を提供
ていきょう

し、

保育所
ほいくしょ

等
とう

の安定
あんてい

した利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｒ２において利用
り よ う

実績
じっせき

はありませんが、今後
こ ん ご

年度
ね ん ど

ごとに１名
めい

ずつの増
ぞう

(利用量
りようりょう

はＨ30の２倍
ばい

・６日
にち

)で見
み

込
こ

みました。 
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※令和
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は、見
み

込
こ

み値
ち
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ｵ)居宅
きょたく

訪問型
ほうもんかた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんかた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

は、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から創設
そうせつ

されたサービスです。重度
じゅうど

の

障害
しょうがい

等
とう

により外出
がいしゅつ

が困難
こんなん

な障害児
しょうがいじ

の自宅
じ た く

を訪問
ほうもん

し、発達
はったつ

支援
し え ん

を 行
おこな

うものです。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

利用
り よ う

実績
じっせき

はありませんが、今後
こ ん ご

年度
ね ん ど

ごとに 1名
めい

ずつの増
ぞう

を見
み

込
こ

みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ｶ)障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の申請
しんせい

に係
かか

る支給
しきゅう

決定前
けっていまえ

に、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

し、

支給
しきゅう

決定後
けっていご

に、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
とう

を 行
おこな

うとともに、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

を 行
おこな

います。 

支給
しきゅう

決定
けってい

されたサービス等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

を 行
おこな

い、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

などを 行
おこな

います。 

【見
み

込
こ

み量
りょう

の算出
さんしゅつ

根拠
こんきょ

】 

Ｈ29～Ｈ31(Ｒ１)実績
じっせき

の平均値
へいきんち

で見
み

込
こ

みました。 
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※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、見
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込
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は、見
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込
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み値
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第
だい

５ 章
しょう

 

計画
けいかく

の推進
すいしん

について 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

１．計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

 

２．計画
けいかく

の進捗
しんちょく

管理
か ん り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

「エイブル・アートとみぐすく」出展
しゅってん

作品
さくひん
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第
だい

５ 章
しょう

 計画
けいかく

の推進
すいしん

について 

本計画
ほんけいかく

を着実
ちゃくじつ

に推進
すいしん

するためには、豊見城市
と み ぐ す く し

のみならず、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

との連携
れんけい

が必要
ひつよう

です。また、本計画
ほんけいかく

に掲
かか

げている各
かく

施策
せ さ く

・目標
もくひょう

等
とう

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

をチェックし、

取
と

り組
く

みの点検
てんけん

・評価
ひょうか

を 行
おこな

うことも必要
ひつよう

です。本市
ほ ん し

では、このような計画
けいかく

の推進
すいしん

につ

いて、以下
い か

のように取
と

り組
く

んでいきます。 

 

１．計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

 

本計画
ほんけいかく

は、豊見城市
と み ぐ す く し

の障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の基本
き ほ ん

計画
けいかく

であり、計画
けいかく

には、情報
じょうほう

提供
ていきょう

、相談
そうだん

支援
し え ん

、サービス提供
ていきょう

、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

、社会
しゃかい

活動
かつどう

、

安全
あんぜん

・安心
あんしん

、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

といった、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

が含
ふく

まれています。 

このため、福祉
ふ く し

健康
けんこう

部
ぶ

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

、地域
ち い き

、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

とその家族
か ぞ く

等
とう

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

の実施
じ っ し

を図
はか

ります。 

 

２．計画
けいかく

の進 捗
しんちょく

管理
か ん り

 

本計画
ほんけいかく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

や取
と

り組
く

みの達成
たっせい

状 況
じょうきょう

を点検
てんけん

・評価
ひょうか

するため、毎年度
まいねんど

、計画
けいかく

の進捗
しんちょく

管理
か ん り

を 行
おこな

います。また、必要
ひつよう

に応
おう

じて点検
てんけん

・評価
ひょうか

内容
ないよう

を施策
せ さ く

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

で

協議
きょうぎ

し、市
し

の実情
じつじょう

に合
あ

わせて計画
けいかく

の見
み

直
なお

しを 行
おこな

います。 

進捗
しんちょく

管理
か ん り

については、ＰＤＣＡサイクルに基
もと

づく評価
ひょうか

及
およ

び検証
けんしょう

の手法
しゅほう

を用
もち

い、実
じっ

効
こう

性
せい

のある進捗
しんちょく

管理
か ん り

を 行
おこな

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＰＤＣＡサイクルによる進捗
しんちょく

管理
か ん り

 

計画
けいかく

（Plan） 

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

計画
けいかく

 

実行
じっこう

（Do） 

計画
けいかく

に基
もと

づいた 

施策
せさく

事業
じぎょう

の実施
じっし

 

改善
かいぜん

（Action） 

評価
ひょうか

・検 証
けんしょう

に基
もと

づいた 

改善
かいぜん

・見
み

直
なお

しの実施
じっし

 

評価
ひょうか

・検 証
けんしょう

（check） 

進 捗
しんちょく

管理
かんり

、達成
たっせい

目 標
もくひょう

 

の評価
ひょうか

・分析
ぶんせき
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

資
し

 料
りょう

 編
へん

 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

１．第
だい

６期
き

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び第
だい

２期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に

係
かか

る基本
き ほ ん

指針
し し ん

の見
み

直
なお

しについて 

２．国
くに

の第
だい

４次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の概要
がいよう

（施策
せ さ く

体系
たいけい

） 

３．障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

 

４．障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

 

５．アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

から見
み

る現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

６．前計画
ぜんけいかく

の施策
せ さ く

の推進
すいしん

状 況
じょうきょう

 

７．計画
けいかく

策定
さくてい

の経緯
け い い

 

８．豊見城市
と み ぐ す く し

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

９．豊見城市
と み ぐ す く し

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

規則
き そ く

 

10．障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

への諮問
し も ん

文
ぶん

 

11．障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

からの答申
とうしん

文
ぶん

 

 

 

 

 

  



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



95 

１．第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画に係る基本指

針の見直しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

・各市町村又は各圏域に少なくとも１つ以上確保しつつ年１回以上 運用状況を検証、検討 

１．基本指針について 

●

●都道府県・市町村は、基本指針に即して３か年の｢障害福祉計画｣及び｢障害児福祉計画｣を策定。次期計画

期間はＲ３～５年度 

３．成果目標（計画期間が終了するＲ５年度末の目標） 

①施設入所者の地域生活への移行 

・地域移行者数：Ｒ元年度末施設入所者の 6％以上 ・施設入所者数：Ｒ元年度末の 1.6％以上削減 

※   は新しく盛り込まれた内容 

２．基本指針見直しの主なポイント 

・地域における生活の維持及び継続の推進 ・福祉施設から一般就労への移行 

・「地域共生社会」の実現に向けた取組 ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

・発達障害者等支援の一層の充実 ・障害児通所支援等の地域支援体制の整備 

・相談支援体制の充実・強化等 ・障害者の社会参加を支える取組 

・障害福祉サービス等の質の向上 ・障害福祉人材の確保 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

・精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 316 日以上 

（Ｈ30 年時点の上位 10％の都道府県の水準）（新） 

・精神病床の１年以上入院患者数：10.6万人～12.3万人に（Ｈ30年度の17.2万人と比べて6.6万人～4.9万人減） 

・退院率：３か月後 69％、６か月後 86％、１年後 92％（Ｈ30 年時点の上位 10％の都道府県の水準） 

④福祉施設から一般就労への移行 

・

・就労定着支援事業利用者：一般就労移行者のうち、７割以上の利用（新） 

・就労定着率８割以上の就労定着支援事業所：７割以上（新） 

⑤障害児支援の提供体制の整備等 

・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所設置 

・難聴児支援のための中核機能を果たす体制の確保（新） 

・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築 

・  

・医療的ケア児支援の協議の場(都道府県、圏域、市町村ごと)の設置及び 医療的ケア児等に関するコーデ

ィネータの配置（一部新） 

⑥相談支援体制の充実・強化【新たな項目】 

・各市町村又は各圏域で、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保 

⑦障害福祉サービス等の質の向上【新たな項目】 

・各都道府県や各市町村において、サービスの質の向上を図るための体制構築 
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２．国の第４次障害者基本計画の概要（施策体系） 
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３．障害者の状況 

(１)障害者(児)数の推移 

本市の障害者(児)数(令和元年度末現在)は、総数で 3,687人となっています。 

そのうち身体障害者が 2,324 人で全体の 63.0％、知的障害者が 664 人で 18.0％、

精神障害者が 699人で 19.0％となっています。 

市の総人口に占める割合は、身体障害者が 3.6％、知的障害者が 1.0％、精神障

害者が 1.1％となっています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移についてみると、全体で 733 人の増(24.8％の

増)で、障害別では身体障害者が 345 人の増(17.4％の増)、知的障害者が 161 人の

増(32.0％の増)、精神障害者が 227人の増(48.1％の増)となっており、いずれも高

い伸び率となっています。これは、市の総人口の伸び率 4.8％に比べても高い伸び

率となっています。 
 

障害者(児)数の推移（障害者手帳所持者数）   単位：人、％ 

  
平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

Ｈ26年－Ｒ１年

伸び率 

身体障害者 
人 1,979 2,033 2,122 2,235 2,230 2,324 345 

％ 67.0 65.8 65.0 65.8 63.6 63.0 17.4 

知的障害者 
人 503 532 572 600 626 664 161 

％ 17.0 17.2 17.5 17.7 17.9 18.0 32.0 

精神障害者 
人 472 527 571 564 651 699 227 

％ 16.0 17.0 17.5 16.6 18.6 19.0 48.1 

合計 
人 2,954 3,092 3,265 3,399 3,507 3,687 733 

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 24.8 

豊見城市人口 
人 61,609 62,238 62,779 63,695 64,163 64,561 2,952 

％ － － － － － － 4.8 

人
口
に
占
め
る
割
合 

身体障害者 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 11.7 

知的障害者 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 5.5 

精神障害者 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 7.7 

障害者総数 4.8 5.0 5.2 5.3 5.5 5.7 24.8 
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(２)年齢別障害者(児)数の推移 

年齢別障害者(児)数(令和元年度末現在)は、総数でみると 18 歳末満が 320 人で

全体の 8.7％、18 歳以上が 3,367人の 91.3％を示し、９割以上が 18歳以上となっ

ています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移についてみると、総数では 18 歳未満が 83 人

の増(35.0％の増）、18歳以上が 650人の増(23.9％の増)となっており、いずれも高

い伸び率を示しています。中でも精神障害者は 18歳未満､18歳以上、共に高い伸び

率となっています。 
 

年齢別障害者(児)数の推移     単位：人、％ 

  
平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

Ｈ26年－Ｒ１年

伸び率 

身
体
障
害
者 

18 歳以上 
人 1,917 1,975 2,066 2,179 2,166 2,259 342 

％ 96.9 97.1 97.4 97.5 97.1 97.2 17.8 

18 歳未満 
人 62 58 56 56 64 65 3 

％ 3.1 2.9 2.6 2.5 2.9 2.8 4.8 

総 数 
人 1,979 2,033 2,122 2,235 2,230 2,324 345 

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 17.4 

知
的
障
害
者 

18 歳以上 
人 343 357 385 403 420 448 105 

％ 68.2 67.1 67.3 67.2 67.1 67.5 30.6 

18 歳未満 
人 160 175 187 197 206 216 56 

％ 31.8 32.9 32.7 32.8 32.9 32.5 35.0 

総 数 
人 503 532 572 600 626 664 161 

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 32.0 

精
神
障
害
者 

18 歳以上 
人 457 509 549 538 617 660 203 

％ 96.8 96.6 96.1 95.4 94.8 94.4 44.4 

18 歳未満 
人 15 18 22 26 34 39 24 

％ 3.2 3.4 3.9 4.6 5.2 5.6 160.0 

総 数 
人 472 527 571 564 651 699 227 

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 48.1 

合
計 

18 歳以上 
人 2,717 2,841 3,000 3,120 3,203 3,367 650 

％ 92.0 91.9 91.9 91.8 91.3 91.3 23.9 

18 歳未満 
人 237 251 265 279 304 320 83 

％ 8.0 8.1 8.1 8.2 8.7 8.7 35.0 

総 数 
人 2,954 3,092 3,265 3,399 3,507 3,687 733 

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 24.8 
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(３)身体障害者(児)数の等級別推移 

身体障害者(児)の等級別数(令和元年度末現在)は、１級が最も多く 926 人で

39.8％を占めています。次いで、４級の 18.7％(434 人)、２級の 17.3％(402 人)、

３級の 15.1％(351人)と続いています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移については、１級の 191 人の増(26.0％増)が

最も高く、次いで、６級の 24.7％増、５級の 23.5％増などが高い伸び率を示して

います。 
 

身体障害者(児)数の等級別推移   単位：人、％ 

  
平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

Ｈ26年－Ｒ１年

伸び率 

１級 
人 735 760 820 849 871 926 191 

％ 37.1 37.4 38.6 38.0 39.1 39.8 26.0 

２級 
人 376 375 378 392 385 402 26 

％ 19.0 18.4 17.8 17.5 17.3 17.3 6.9 

３級 
人 332 335 331 351 351 351 19 

％ 16.8 16.5 15.6 15.7 15.7 15.1 5.7 

４級 
人 366 385 401 437 414 434 68 

％ 18.5 18.9 18.9 19.6 18.6 18.7 18.6 

５級 
人 81 88 96 97 99 100 19 

％ 4.1 4.3 4.5 4.3 4.4 4.3 23.5 

６級 
人 89 90 96 109 110 111 22 

％ 4.5 4.4 4.5 4.9 4.9 4.8 24.7 

合計 
人 1,979 2,033 2,122 2,235 2,230 2,324 345 

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 17.4 
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(４)知的障害者(児)数の等級別推移 

知的障害者(児)の等級別数(令和元年度末現在)は、Ｂ２(軽度)が最も多く 283 人

で 42.6％を占めています。次いで、Ｂ１(中度)の 25.9％(172 人)、Ａ２(重度)の

22.3％(148人)、Ａ１(最重度)の 9.2％(61人)と続いています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移については、全体では 161 人の増加で伸び率

は 32.0％となっています。 

また、すべての等級で増加しており、Ｂ２(軽度)は 45.1％と高い伸び率を示して

います。 
 

知的障害者(児)数の等級別推移  単位：人、％ 

  
平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

Ｈ26年－Ｒ１年

増加率 

Ａ１(最重度) 
人 46 47 51 54 58 61 15 

％ 9.1 8.8 8.9 9.0 9.3 9.2 32.6 

Ａ２(重度) 
人 117 120 121 126 132 148 31 

％ 23.3 22.6 21.2 21.0 21.1 22.3 26.5 

Ｂ１(中度) 
人 145 150 157 163 165 172 27 

％ 28.8 28.2 27.4 27.2 26.4 25.9 18.6 

Ｂ２(軽度) 
人 195 215 243 257 271 283 88 

％ 38.8 40.4 42.5 42.8 43.3 42.6 45.1 

合計 
人 503 532 572 600 626 664 161 

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 32.0 

 

 

(５)精神障害者(児)数の等級別推移 

精神障害者(児)の等級別数(令和元年度末現在)は、２級が最も多く 356 人で

50.9％を占めています。次いで、１級の 26.2％(183 人)、３級の 22.9％(160人)と

なっています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移については、全体では 227 人の増加で伸び率

は 48.1％となっています。また、すべての等級で増加しており、特に３級は 86.0％

増と高い伸び率を示しています。 
 

精神障害者(児)数の等級別推移  単位：人、％ 

  
平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

Ｈ26年－Ｒ１年

増加率 

１級 
人 123 130 140 138 164 183 60 

％ 26.1 24.7 24.5 24.5 25.2 26.2 48.8 

２級 
人 263 301 319 308 352 356 93 

％ 55.7 57.1 55.9 54.6 54.1 50.9 35.4 

３級 
人 86 96 112 118 135 160 74 

％ 18.2 18.2 19.6 20.9 20.7 22.9 86.0 

合計 
人 472 527 571 564 651 699 227 

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 48.1 
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４．障害福祉サービス等の利用状況 

(１)障害福祉サービス種類別利用状況 

障害福祉サービスの種類別利用状況(令和元年度末現在)を見ると，延べ利用者数

が 11,139人となっています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移は、全体の延べ利用者数が 26.8％(2,354 人)

の増加となっています。 
 

障害福祉サービス種類別利用状況（延べ利用者数）  単位：人 

 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 令和元年度 

サービス合計 7,083 7,535 7,993 8,100 8,130 8,806 

 訪問系サービス 1,104 1,165 1,315 1,545 1,606 1,855 

 日中活動系サービス 4,241 4,506 4,815 4,943 4,938 5,270 

 短期入所 366 499 515 321 324 392 

 療養介護 192 192 188 180 178 184 

 居住系サービス 479 479 479 430 389 404 

 施設入所支援 701 694 681 681 695 701 

サービス利用計画作成費 329 434 527 708 920 1,034 

療養介護医療費 192 192 192 180 180 181 

その他費用 1,181 1,172 1,159 1,130 1,019 1,118 

 特定障害者特別給付 1,163 1,156 1,132 1,111 1,000 1,099 

 高額障害福祉サービス費 18 16 27 19 19 19 

総合計 8,785 9,333 9,871 10,118 10,249 11,139 

 

 

(２)障害児通所支援の利用状況 

障害児通所支援の利用状況(令和元年度末現在)を見ると、延べ利用者数が 4,681

人となっています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移は、全体の延べ利用者数は 114.8％(2,502人)

の増加で２倍以上の伸びとなっています。 
 

障害児通所支援利用状況（延べ利用者数）  単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

障害児通所支援 

利用者数 
2,179 2,558 3,162 3,630 4,243 4,681 

 

  



102 

(３)地域生活支援事業の利用状況 

地域生活支援事業の利用状況(令和元年度末現在)は、利用者数が 109人となって

います。 

平成 26 年度から令和元年度の推移は、全体の利用者数が 45.3％(34 人)の増加と

なっています。 
 

地域生活支援事業の利用者数  単位：人 

サービス種類 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

移動支援 29 38 49 62 64 66 

日中一時支援 46 39 41 43 44 43 

合計 75 77 90 105 108 109 

 

地域生活支援事業(主な事業)の利用者数  単位：人 

サービス種類 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 令和元年度 

相談支援 10,190 6,115 8,581 11,724 10,236 9,974 

地域活動支援センター 4,307 4,676 6,845 5,084 5,875 5,891 

コミュニケーション支援 76 83 76 45 60 71 

社会参加促進 

(奉仕員養成研修) 
1,079 348 903 677 769 440 
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(４)自立支援医療費、重度心身障害者医療費の給付状況 

①疾病別自立支援医療費(更生医療)給付状況 

疾病別自立支援医療費(更生医療)の給付状況(令和元年度末現在)を見ると、受給

者数が 395 人となっています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移は、全体の受給者数が 20.2％(100 人)の減少

となっています。 
 

疾病別自立支援医療費(更生医療)給付人数  単位：人 

サービス種類 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

視覚障害 0 0 0 0 0 0 

聴覚障害 0 0 0 0 0 0 

平衡機能障害 0 0 0 0 0 0 

音声･言語･そし

ゃく機能障害 
0 0 0 0 0 0 

肢体不自由 8 8 2 3 2 1 

心臓機能障害 111 107 119 129 53 23 

腎臓機能障害 361 361 372 311 313 354 

小腸機能障害 0 0 0 0 0 0 

肝臓機能障害 4 6 4 5 4 5 

免疫機能障害 11 20 18 12 10 12 

合計 495 502 515 460 382 395 

 

 

②疾病別自立支援医療費(育成医療)給付状況 

疾病別自立支援医療費(育成医療)の給付状況(令和元年度末現在)を見ると、受給

者数が 86 人となっています。 

平成 27年度から令和元年度の推移は、全体の受給者数が 48.5％(81人)の減少と

なっています。 
 

疾病別自立支援医療費(育成医療)給付人数  単位：人 

サービス種類 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

視覚障害 － 2 2 2 0 4 

聴覚障害・ 

平衡機能障害 
－ 6 0 6 4 2 

音声･言語･そし

ゃく機能障害 
－ 29 15 20 25 34 

肢体不自由 － 27 36 25 22 23 

心臓機能障害 － 44 15 17 11 3 

腎臓機能障害 － 1 0 0 0 0 

小腸機能障害 － 0 0 0 0 2 

肝臓機能障害 － 0 1 0 0 0 

その他 － 58 36 52 54 18 

免疫機能障害 － 0 0 0 0 0 

合計 － 167 105 122 116 86 
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③疾病別自立支援医療費(精神通院医療)給付決定状況 

疾病別自立支援医療費(精神通院医療)の給付状況(令和元年度末現在)を見ると、

全体の給付件数は 1,646件となっています。障害別では、気分(感情)障害が 34.0％、

統合失調症 25.2％となっています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移は、全体の給付件数は 42.3％(489 件)の増加

となっています。 
 

疾病別自立支援医療費給付決定件数  単位：件、％ 

区分  平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

統合失調症 
件数 356 392 394 398 347 414 

構成比 30.8 30.0 29.4 28.6 24.8 25.2 

心因反応 
件数 0 1 0 0 0 0 

構成比 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

気分(感情)障害 
件数 402 458 449 477 477 560 

構成比 34.7 35.0 33.5 34.2 34.1 34.0 

てんかん 
件数 121 128 130 132 136 146 

構成比 10.5 9.8 9.7 9.5 9.7 8.9 

脳器質性精神障害 
件数 82 96 108 41 44 149 

構成比 7.1 7.3 8.1 2.9 3.1 9.1 

その他精神障害 
件数 86 91 101 2 2 178 

構成比 7.4 7.0 7.5 0.1 0.1 10.8 

中
毒
性 

精
神
障
害 

アルコール中毒 
件数 27 35 39 82 119 51 

構成比 2.3 2.7 2.9 5.9 8.5 3.1 

その他の中毒 
件数 3 4 2 167 161 3 

構成比 0.3 0.3 0.1 12.0 11.5 0.2 

精神遅滞 
件数 9 6 5 0 7 9 

構成比 0.8 0.5 0.4 0.0 0.5 0.5 

発達障害 
件数 71 97 104 78 107 136 

構成比 6.1 7.4 7.8 5.6 7.6 8.3 

不明 
件数 0 0 9 17 0 0 

構成比 0.0 0.0 0.7 1.2 0.0 0.0 

合計 
件数 1,157 1,308 1,341 1,394 1,400 1,646 

構成比 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

④重度心身障害者医療費の助成状況 

重度心身障害者医療費の助成状況(令和元年度末現在)を見ると、全体の助成延べ

人数が 7,072人となっています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移は、延べ人数が 168.3％(4,436 人)の増加とな

っています。 
 

重度心身障害者医療費の助成状況（延人数）  単位：人 

サービス種類 平成26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

重度心身障害者医療 2,636 2,782 2,866 3,041 3,596 7,072 
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(５)補装具の交付状況 

①補装具の交付状況 

補装具の交付状況(令和元年度末現在)を見ると、全体の件数は 139件となってい

ます。件数で最も多いのは補聴器の 40件で、次いで、車椅子の 30件、装具の 23件

となっています。 

平成26年度から令和元年度の推移は、件数が18.8％(22件)の増加となっています。 
 

補装具の交付件数   単位：件 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

盲人安全杖 3 3 6 2 1 3 

義眼 0 0 0 0 0 1 

眼鏡 3 5 3 5 6 7 

補聴器 32 38 41 32 32 40 

義肢 11 8 12 10 6 10 

装具 19 14 25 23 36 23 

車椅子 25 28 30 28 26 30 

電動車椅子 10 8 10 12 9 7 

歩行器 1 3 3 2 2 2 

収尿器 0 0 0 0 0 0 

歩行補助杖 1 1 4 1 1 0 

座位保持装置等 11 15 6 17 7 12 

重度意思伝達装置 1 1 1 1 1 0 

起立保持具 0 0 0 0 1 0 

座位保持いす 0 4 0 1 0 4 

合計 117 128 141 134 128 139 

 

 

②日常生活用具の交付状況 

日常生活用具の交付状況(令和元年度末現在)を見ると、全体の件数は 933件とな

っています。件数で最も多いのはストーマ装具の 571件で、次いで、紙おむつ等の

327件となっています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移は、件数が 14.2％(116 件)の増加となってい

ます。 
 

日常生活用具の交付件数  単位：件 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

視覚障害者用ポータブルレコーダー 4 3 2 2 0 1 

点字器 0 0 0 1 0 0 

盲人用時計 0 0 1 2 0 0 

点字図書 0 0 0 0 0 0 

盲人用体重計 1 1 0 2 0 0 

盲人用体温計 1 1 0 1 0 1 

透析液加温機 1 2 1 3 1 3 
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日常生活用具の交付件数  単位：件 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

ネブライザー(吸入器) 5 1 3 2 1 2 

特殊便器 2 0 0 0 0 0 

入浴補助用具 5 4 7 9 1 3 

歩行支援用具 0 0 0 0 0 0 

電気式たん吸引器 8 3 8 5 3 12 

聴覚障害用通信装置 1 0 1 0 1 0 

聴覚障害者用情報受信装置 0 0 0 0 0 0 

聴覚障害者用屋内信号装置 0 1 0 1 0 1 

携帯用会話補助装置 0 0 0 0 0 0 

電磁調理器 1 1 1 0 1 0 

視覚障害者用拡大読書器 0 4 0 3 3 0 

ストーマ装具 506 537 551 554 591 571 

特殊寝台 4 1 4 6 1 1 

特殊マット 1 0 2 3 0 2 

体位変換器 1 0 0 0 0 0 

頭部保護帽 3 5 2 1 4 5 

便器 1 0 0 0 0 0 

情報・通信支援用具 2 1 0 0 1 1 

福祉電話(貸与) 12 24 24 0 0 0 

紙おむつ等 245 281 273 249 303 327 

点字ディスプレイ 0 0 0 0 1 0 

人口咽頭 2 0 1 2 0 0 

訓練いす 0 0 0 0 0 0 

Ｔ字状・棒状のつえ 5 0 0 0 0 0 

住宅改修費 2 2 1 1 0 0 

火災警報器 1 0 0 0 0 0 

移動・移乗支援用具 2 2 4 1 1 1 

自立生活支援用具その他 0 0 0 0 0 0 

点字タイプライター 1 0 0 0 0 0 

パルスオキシメーター 0 0 1 2 0 1 

訓練用ベッド 0 0 1 0 0 0 

盲人用血圧計 0 0 0 2 0 1 

合計 817 874 888 852 913 933 
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(６)特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の給付状況 

特別障害者手当、障害児福祉手当の給付状況(令和元年度末現在)を見ると、全体

の件数は 1,989件となっています。 

平成 26 年度から令和元年度の推移は、受給者数が 25.5％(404 人)の増加となっ

ています。 
 

特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の受給者数 単位：人 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

特別障害者手当 829 830 839 820 905 1,021 

障害児福祉手当 756 875 971 951 980 968 

福祉手当 0 0 0 0 0 0 

合計 1,585 1,705 1,810 1,771 1,885 1,989 
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５．アンケート調査結果から見る現状と課題 

(１)調査概要 

①調査の目的 

豊見城市障害者計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画の見直しにあたり、障

害者を対象に生活状況やサービスの利用状況等を把握するとともに、市民の障害

福祉に対する意識等を調査し、計画策定の基礎資料とすることを目的に実施しま

した。 

 

②実施主体 

豊見城市障がい・長寿課 

 

③調査対象者、抽出方法 

・在宅の身体障害者：身体障害者手帳所持者 1,043件を無作為抽出 

・在宅の知的障害者：療育手帳所持者 457件全数調査 

・在宅の精神障害者：サービス事業所等の利用者に無作為で調査（175件） 

・施設入所者：施設入所支援の利用者 数か所の施設に調査協力依頼（50件） 

 

④配布方法 

・在宅の身体障害者：身体障害者手帳所持者 郵送による配布・回収 

・在宅の知的障害者：療育手帳所持者 郵送による配布・回収 

・在宅の精神障害者：サービス事業所等の利用者 事業所等を通じて配布・回収 

・施設入所者：施設入所支援の利用者 施設を通して配布・回収 

 

⑤調査期間 

令和２年 10月５日～令和２年 10月末 

 

⑥回収状況 

 配布件数 
回収数 

(有効回答数) 
回収率 

在宅の身体障害者 1,043 件 
736 件 49.1％ 

在宅の知的障害者 457 件 

在宅の精神障害者 175 件 62 件 30.1％ 

施設入所者 50 件 45 件 90.0％ 

合  計 1,725 件 843 件 48.9％ 
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⑦調査票の回答者 

 総数 本人 家族等の代筆 
家族等が本人の意向

をくみ取って記入 
無回答 

身体障害者 (527 件) 
261 件 

(49.5％) 

101 件 

(19.2％) 

79 件 

(15.0％) 

86 件 

(16.3％) 

知的障害者 (220 件) 
45 件 

(20.5％) 

60 件 

(27.3％) 

79 件 

(35.9％) 

36 件 

(16.4％) 

精神障害者 ( 78 件) 
33 件 

(42.3％) 

22 件 

(28.2％) 

8 件 

(10.3％) 

15 件 

(19.2％) 

 総数 本人 本人の家族 施設の職員 無回答 

施設入所者 ( 45 件) 
15 件 

(31.1％) 

0 件 

( 0.0％) 

31 件 

(68.9％) 

0 件 

( 0.0％) 
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(２)調査から見る現状や課題の整理（計画策定の資料として） 

前計画で掲げている基本目標ごとに、アンケート調査結果からわかる現状や課題

を整理しました。 

 
 

 基本目標１ 情報提供や相談等の身近な支援体制の充実  

 

 

 

 

 

 

・情報の入手方法 

○身体障害者では｢市の広報紙・資料｣が38.5％で高く、そのほか｢病院などの医療機関｣が24.3％、｢家族・

親戚・友人・知人｣が21.8％となっています。 

○知的障害者は｢障害福祉サービス事業所｣、｢市の広報紙・資料｣は31.4％で高く、そのほか｢家族・親戚・

友人・知人｣が30.0％となっています。 

○精神障害者は｢障害福祉サービス事業所｣が43.6％で高く、そのほか｢病院などの医療機関｣が39.7％、｢障

害者相談支援事業所｣が26.9％となっています。 

 

・相談先 

○相談先としては、身体障害者では｢家族や親せき｣が70.2％で非常に高く、そのほか｢医師・看護師・ケ

ースワーカーなど｣が26.6％、｢友人・知人｣が23.0％となっています。 

○知的障害者は｢家族や親せき｣が73.6％で非常に高く、そのほか｢福祉サービス事業所等の職員｣が25.9％、

｢友人・知人｣が21.4％となっています。 

○精神障害者は｢家族や親せき｣が60.3％で非常に高く、そのほか｢福祉サービス事業所等の職員｣が35.9％、

｢医師・看護師・ケースワーカーなど｣が33.3％、｢相談支援事業所｣が32.1％となっています。 

 

・障害に関する理解について 

○障害に対する市民の理解について｢理解されている｣という回答は、身体障害者では39.5％、知的障害者

では35.0％、精神障害者では28.2％となっています。 

 

・障害の理解を深めるため必要なこと 

○障害の理解を深めるために必要なことについては、身体障害者では｢マスメディアを活用した広報の充

実｣(17.8％)、知的障害者と精神障害者では｢障害者とふれあう機会の拡充(行事、サークル活動など)｣

(知的で19.5％、精神で28.2％)が最も高いです。 

 

 

 

  

情報の入手先としては、市の広報誌やサービス事業所、家族等が多くなっています。 

相談先としては、家族や親せきが大半を占めていますが、身体障害者では医療機関、知的障

害者や精神障害者ではサービス事業所という声も多くなっています。 

相談機関等との情報共有や対応する職員の資質向上も必要となります。 

障害の理解のためには障害者とふれあう機会が必要です。 
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 基本目標２ 地域で暮らす生活基盤の充実  

 

 

 

 

 

 

・地域で自立した生活をする場合の条件 

◯身体障害者では、｢経済的な負担の軽減があること｣が45.9％、｢必要な在宅サービスが適切に利用でき

ること｣が30.7％、｢家族介助者の支援があること(相談、リフレッシュなど)｣が29.2％で高くなってい

ます。 

◯知的障害者では、｢働く場があること｣が55.0％、｢経済的な負担の軽減があること｣が47.7％、｢地域住

民の理解があること｣が35.0％で高くなっています。 

◯精神障害者では、｢働く場があること｣が51.3％、｢経済的な負担の軽減があること｣が46.2％、｢身近な

相談相手がいること｣が38.5％と高くなっています。 

 

・住まいについて 

◯施設入所者では、施設を出て地域生活したいという声が15.6％となっています。 

◯また、施設入所者で｢今後も施設での生活を続けたい理由｣としては、｢施設にいた方が安心できるから｣

が76.3％で特に高く、｢家族の受け入れ体制が整っていないから｣が39.5％、「健康面で不安があるから」

が31.6％となっています。 

○施設入所者の望む将来の生活形態の希望では、｢家族と暮らしたい｣が20.0％であり、グループホームの

利用希望は4.4％程度となっています。 

 

・外出頻度 

◯身体障害者の90.4％、知的障害者の95.5％、精神障害者の93.5％が外出すると回答しています。｢週に

５日以上｣外出する人は、身体障害者が34.5％、知的障害者が71.8％、精神障害者が39.7％となってい

ます。 

 

・外出時に困ること 

◯身体障害者では、｢公共交通機関が少ない(ない)｣が16.9％で高く、次いで｢発作など突然の身体の変化

が心配｣が15.0％となっています。 

◯知的障害者では｢コミュニケーションをとるのが難しい｣が26.8％で最も高いです。 

◯精神障害者では｢周囲の目が気になる｣、｢発作など突然の身体の変化が心配｣、｢付き添ってくれる人が

いない｣、｢コミュニケーションをとるのが難しい｣の４つが17.9％の同率で高いです。 

  

地域生活の上では、経済的負担軽減や働く場の確保などを望む声が多いです。 

施設入所者のなかで地域移行を希望する声は 15％程度であり、生活形態としては家族と暮

らしたいという声が多くなっています。 

外出時の困り事では、公共交通機関が少ないことや、急な体調の変化、コミュニケーション

をとるのが難しいなどの声が比較的多いです。 
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・障害福祉サービスの利用状況と利用意向 

○身体障害者では、 

・利用しているサービス…｢相談支援(計画相談も含む)｣が13.9％と高いほか、｢生活介護｣が8.3％、｢自立

訓練(機能訓練、生活訓練)｣が7.0％で比較的高いです。 

・利用意向…｢相談支援(計画相談も含む)｣が28.7％、｢自立訓練(機能訓練、生活訓練)｣が22.8％、｢短期入

所(ショートステイ)｣が21.4％、｢居宅介護(ホームヘルプ)｣が21.1％で比較的高いです。 

｢居宅介護(ホームヘルプ)｣、｢短期入所(ショートステイ)｣、｢自立訓練(機能訓練、生活訓

練)｣、｢重度訪問介護｣｣は現在の利用率と比べてニーズが大きく伸びています。 

○知的障害者では、 

・利用しているサービス…｢相談支援(計画相談も含む)｣が38.6％と非常に高いほか、｢就労継続支援Ｂ型｣

が18.6％で比較的高いです。 

・利用意向…｢相談支援(計画相談も含む)｣が39.5％で非常に高いほか、｢就労継続支援Ｂ型｣が37.3％、｢就労

移行支援｣が29.5％、｢就労継続支援Ａ型｣が28.6％、｢短期入所(ショートステイ)｣が27.3％、

｢自立訓練(機能訓練、生活訓練)｣が26.8％も比較的高いです。 

○精神障害者では、 

・利用しているサービス…｢相談支援(計画相談も含む)｣が50.0％で高いほか、｢就労継続支援Ｂ型｣が

43.6％、｢共同生活援助(グループホーム)｣が19.2％で高いです。 

・利用意向…｢相談支援(計画相談も含む)｣が39.7％で最も高いほか、｢就労継続支援Ａ型｣が34.6％、｢就

労継続支援Ｂ型｣、｢就労移行支援｣の28.2％も比較的高いです。 

 

 

 

 

  

障害福祉サービスは、身体障害者では居宅介護系や自立支援、知的障害者、精神障害者では

就労支援系や自立支援のニーズが高いです。また、その他のサービスも、在宅生活を送る上

で必要とされています。 
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 基本目標３ 障害者の健康を支える体制の充実  

 

 

 

 

・発達障害と診断されたこと 

○知的障害者では、52.7％が｢ある｣と回答しています。 

 

・現在受けている医療ケア 

○医療ケアでは｢服薬管理｣が比較的高く、身体障害者で34.7％、知的障害者では20.9％、精神障害者では

17.9％となっています。また、施設入所者では93.3％が服薬管理を受けています。 

 

 

 

 基本目標４ 障害のある子どもの成長支援  

 

 

 

 

 

・障害児の通園・通学先 

○障害児では身体障害児より知的障害児が多いです。通園・通学先では、｢特別支援学校｣が知的障害児で

56.1％、身体障害児は50.0％で高く、｢特別支援学級｣が知的障害児で27.6％、身体障害児は15.8％とな

っています。 

 

・学校等生活の中で必要と感じること 

○学校生活で必要と感じることでは、｢子どもの能力や障害状態に応じた指導｣が高く、知的障害児で

80.3％、身体障害児は73.7％を占めています。そのほか、身体障害児では｢保育士や教師の就学相談や

進路相談などの相談体制｣、｢学校等での介助体制や障害者に配慮した施設｣、｢障害者理解を深めるよう

な、触れ合い機会｣の３つが同率で63.2％、知的障害児では｢障害の有無にかかわらず学べる環境｣

(55.3％)が比較的多いです。 

 

・学校教育で大切と思うこと 

○学校教育において大切と思うことをすべての世代に対して尋ねたところ、｢障害児のニーズに応じた専

門的な教育｣が各障害で多く、特に知的障害者では46.4％を占めています(身体：28.3％、精神：30.8％)。

また、身体障害や精神障害では｢教育と福祉・医療との連携を図ること｣(身体：25.8％、精神：30.8％)、

知的障害者では｢障害に対する教員の専門性向上｣(39.5％)も多くなっています。 

  

発達障害、気になる子への対応も必要です。 

医療ケアでは、服薬の管理が必要な障害者も見られ、特に施設入所者のほとんどが服薬管理

を必要としています。 

障害児は、学校教育において、一人ひとりの状態に応じた指導や、障害の有無にかかわらず

学べる環境などが求められています。 

学校教育で大切と思うことについては、障害児に応じた専門的な教育や医療や福祉との連

携、教員の専門性向上という声が多いです。 
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 基本目標５ 社会参加と自己実現への支援  

 

 

 

 

・就労の状況 

○一般就労している人は、身体障害者は16.5％、知的障害者は17.3％、精神障害者では15.4％となってい

ます。 

○就労している人のうち、フルタイムでの就労者は、身体障害者は37.9％、知的障害者は13.2％、精神障

害者は33.3％となっています。 

○｢パート・アルバイト等の非常勤職員、派遣職員｣による就労は、知的障害者で57.9％と高く、精神障害

者は50.0％、身体障害者では32.2％となっています。 

 

・就労意向 

○一般就労していない人の就労意向率は、身体障害者で41.9％、知的障害者で61.4％、精神障害者では

64.1％となっています。 

 

・職業訓練の受講の意向 

○職業訓練の受講の意向は、身体障害者が10.8％、知的障害者が28.6％、精神障害者が28.2％で、知的・

精神障害者の方で高くなっています。 

 

・障害者の就労支援で必要なこと 

◯障害者が就労する上では、｢経営者の障害の理解｣が必要という回答が46.0％で最も高いです。次いで、

｢従業員の障害の理解｣が必要という回答が44.7％で高くなっています。 

◯身体障害者では、｢経営者の障害の理解｣が最も高く41.4％、次いで｢従業員の障害の理解｣が40.4％、｢就

労支援サービスの充実｣が30.7％で高くなっています。 

◯知的障害者でも｢従業員の障害の理解｣が最も高く56.4％、次いで｢経営者の障害の理解｣が55.5％、｢就

労支援サービスの充実｣が43.2％、｢民間企業の雇用努力｣が30.9％で高くなっています。 

◯精神障害者でも｢経営者の障害の理解｣が最も高く53.8％、次いで｢就労支援サービスの充実｣が48.7％、

｢従業員の障害の理解｣が46.2％で高くなっています。 

 

 

 

 

  

一般就労している障害者は非常に少なく、非正規のパート・アルバイトによる就労が多いで

す。就労支援や職場での障害の理解を図る必要があります。 

また、知的障害者や精神障害者では、就労支援による福祉的就労の希望が高いです。 
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・地域活動への参加状況 

○地域での活動に｢参加する｣という声は、身体障害者で18.2％、知的障害者で25.0％、精神障害者で20.5％

です。 

○参加している活動では｢地域の行事｣がとても多くなっています。(身体：65.6％、知的：70.9％、精神：

50.0％) 

○参加しない理由としては、身体障害者は｢体力がない｣が39.6％、知的障害者や精神障害者では｢どんな

活動があるかわからない｣が特に多いです(知的：55.2％、精神：47.4％)。また、｢参加できる活動が少

ない｣や｢一緒に参加する仲間がいない｣という声も、知的障害者や精神障害者では比較的多いです。 

 

 

 
 

 基本目標６ 安全・安心なまちづくりの推進  

 

 

 

 

・近所に助けてくれる人はいるか 

◯災害時の避難の際に、身近に手助けしてくれる人がいるか聞いたところ、｢いる｣という回答は身体障害

者で70.6％、知的障害者で75.5％、精神障害者で55.1％とすべての障害で半数を超えています。 

◯災害時に｢一人で避難できるので手助けはいらない｣という回答は、精神障害者では12.8％となっていま

すが、身体障害者では7.8％、知的障害者では6.4％にとどまっています。 

◯身体障害の部位別に見ると、｢一人で避難できるので手助けはいらない｣という回答は、内部障害が

12.9％、音声･言語､そしゃく機能障害で12.5％、聴覚障害で10.5％となっています。 

◯一人暮らしでも、身近に手助けしてくれる人が｢いない｣という回答が27.0％みられます。 

 

・災害時に困ること 

◯身体障害者は｢避難時に、避難場所の設備(トイレなど)や生活環境が不安｣が42.3％と高く、次いで｢発

生時に、安全なところまで迅速に避難することができない｣が40.6％となっています。 

◯知的障害者では、｢発生時に、安全なところまで迅速に避難することができない｣が最も高く45.9％、次

いで｢避難時に、避難場所の設備(トイレなど)や生活環境が不安｣が42.3％、｢発生時及び避難時に、周

囲とコミュニケーションがとれない｣が37.7％と約４割を占めます。 

◯精神障害者では、｢避難時に、投薬や治療が受けられない｣という回答が44.9％で最も高いです。 

 

 

  

障害者の地域活動への参加状況は２割程度にとどまっています。 

参加しない理由では、体力的な問題や活動内容がわからない、一緒に参加する仲間がいない

という声が見られます。 

障害者が参加しやすい環境を整えることも必要です。 

災害時には一人で避難できない人も多くなっています。 

障害者が安心して暮らせる地域環境の整備が必要です。 
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 基本目標７ 障害者の権利擁護の推進  

 

 

 

 

 

・差別を受けたこと 

○身体障害者では約13.5％、知的障害者は24.5％、精神障害者では29.5％が差別を経験しています。 

○身体障害者に比べて知的障害者、精神障害者で差別を感じている割合が非常に高く、知的障害や精神障

害についての理解等が必要です。 

○年代で見ると、30代から40代で30％台と高くなっています。 

 

・差別を受けた場所 

○差別を受けたのは身体障害者では｢外出先｣が最も高く45.0％、次いで｢交通機関を利用したとき｣が

23.2％となっています。 

○知的障害者では｢外出先｣、｢学校・仕事場｣が45.9％と最も高くなっています。 

○精神障害者では｢住んでいる地域｣が31.3％で最も高く、次いで｢学校・仕事場｣、｢仕事を探すとき｣が

28.1％と同率で高いです。 

 

・成年後見制度の周知度 

○成年後見制度を知っている人は、身体障害者で57.3％、知的障害者で44.5％、精神障害者で44.8％あり

ます。 

○制度について｢名前も内容も知っている｣という回答は、身体障害者は28.1％、知的障害者は19.5％、精

神障害者は17.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

知的障害者や精神障害者では、差別を受けた経験者も多く、職場や地域などでの障害の理解

が必要となっています。 

成年後見制度は、内容まで理解している障害者は低く、周知徹底が必要となっています。 
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６．前計画の施策の推進状況 

(１)各施策の実施状況評価 

前計画の各施策について、実施状況(達成度)をＡ～Ｅの５段階で評価しました。 
 

［ Ａ＝達成度 80～100％、Ｂ＝達成度 60～80％、Ｃ＝達成度 40～60％、Ｄ＝達成度 20～40％、Ｅ＝達成度 0～20％ ］ 

施 策 目標 評価 担当課 

基本目標１ 情報提供や相談等の身近な支援体制の充実    

 1-1 多様な情報の提供と発信    

  1-1-1 多様な方法による情報の提供    

   ①情報提供体制及び提供手法の整備 継続拡充 Ａ 障がい・長寿課 

   ②身近な情報提供体制の充実 検討推進 Ａ 障がい・長寿課 

   ③障害種別対応図書の充実 継続拡充 Ｂ 
生涯学習振興課

(中央図書館) 

   
④緊急時の情報提供体制の充実 

継続充実、 

システム構築 

Ｂ 総務課 

   Ｂ 障がい・長寿課 

  1-1-2 情報入手の支援    

   ①情報提供体制及び提供手法の整備(再掲) 継続拡充 Ａ 障がい・長寿課 

   ②意思疎通支援の充実 継続拡充 Ｂ 障がい・長寿課 

 1-2 相談支援体制の充実    

  1-2-1 相談窓口の充実    

   ①相談支援事業の周知と啓発 継続促進 Ｂ 障がい・長寿課 

   
②障害者権利擁護に関する相談支援事業 継続充実 

Ｂ 障がい・長寿課 

   Ｂ 社会福祉協議会 

   ③障害者差別に関する相談支援事業 体制整備 Ｂ 障がい・長寿課 

   ④障害者虐待に関する相談支援事業 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ⑤就学相談支援事業 継続充実 Ａ 学校教育課 

  1-2-2 相談支援体制の強化    

   

①切れ目のない支援体制の構築 連携強化 

Ｃ 障がい・長寿課 

   Ａ 子育て支援課 

   Ａ 保育こども園課 

   Ａ 学校教育課 

   ②障害関係機関のネットワークの形成 体制強化 Ａ 障がい・長寿課 

   ③基幹相談支援センターの設置推進 設置推進 Ｂ 障がい・長寿課 

   ④自立支援協議会の活動推進事業 継続促進 Ａ 障がい・長寿課 

 1-3 障害者理解と意識の向上    

  1-3-1 障害及び障害者理解の啓発促進    

   
①市民の障害に関する理解の促進 継続拡充 

Ａ 障がい・長寿課 

   Ａ 社会福祉協議会 

   
②行政職員への障害者理解の促進 導入推進 

Ｃ 障がい・長寿課 

   Ａ 人事課 
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施 策 目標 評価 担当課 

   ③ヘルプマークやヘルプカードの導入・普及啓発 導入推進 Ａ 障がい・長寿課 

   ④障害を知り理解する機会の提供 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

 1-4 障害福祉の担い手の育成や人材の確保    

  1-4-1 障害福祉活動団体等の活動支援    

   
①障害福祉団体等の活動支援 継続充実 

Ｂ 障がい・長寿課 

   Ｂ 社会福祉協議会 

   
②自治会等の地域活動への活動支援と啓発 継続充実 

Ｃ 障がい・長寿課 

   Ｂ 社会福祉協議会 

基本目標２ 地域で暮らす生活基盤の充実    

 2-1 障害者の住まいの確保と地域生活への移行支援    

  2-1-1 多様な住まいの確保    

   ①共同生活援助(グル－プホーム)の利用促進 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ②民間住宅への入居等支援 継続支援 Ａ 障がい・長寿課 

  2-1-2 地域生活へ移行・定着支援    

   ①地域移行支援体制の推進 移行推進 Ｃ 障がい・長寿課 

   ②地域定着支援 定着推進 Ｃ 障がい・長寿課 

 2-2 障害者の日常生活支援サービスの充実    

  2-2-1 日常生活支援の福祉サービスの充実    

   ①地域生活支援拠点の整備 整備推進 Ｃ 障がい・長寿課 

   ②居宅介護 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ③重度訪問介護 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ④同行援護 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ⑤行動援護 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ⑥短期入所・日中一時支援 継続充実 Ｂ 障がい・長寿課 

   ⑦重度障害者等包括支援 継続充実 Ｃ 障がい・長寿課 

   ⑧日常生活用具給付等 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

  2-2-2 障害者の外出支援の充実    

   ①ヘルプマークやヘルプカードの導入・普及啓発(再掲) 導入推進 Ａ 障がい・長寿課 

   ②移動支援への対応 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

基本目標３ 障害者の健康を支える体制の充実    

 3-1 すこやかに生きる保健・医療体制の充実    

  3-1-1 障害の早期発見・支援体制の充実    

   

①早期発見の健診・発達相談 継続充実 

Ｃ 健康推進課 

   Ａ 子育て支援課 

   Ａ 学校教育課 

   ②養育支援訪問事業 継続充実 Ａ 子育て支援課 

   
③口腔健康についての情報発信 継続充実 

Ｃ 健康推進課 

   Ａ 子育て支援課 

   ④心の健康づくり 継続充実 Ｃ 健康推進課 



119 

施 策 目標 評価 担当課 

   

⑤切れ目のない支援体制の構築(再掲) 連携強化 

Ｃ 障がい・長寿課 

   Ａ 子育て支援課 

   Ａ 保育こども園課 

   Ａ 学校教育課 

  3-1-2 地域医療体制の充実    

   ①医療受診に対する支援の充実 継続充実 Ｂ 障がい・長寿課 

   ②身近な｢かかりつけ医｣の普及促進 導入促進 Ｃ 障がい・長寿課 

   ③通院時のコミュニケ一ション支援事業 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

  3-1-3 医療にかかる経済的負担の軽減    

   ①重度心身障害者医療費の助成 継続推進 Ａ 障がい・長寿課 

基本目標４ 障害のある子どもの成長支援    

 4-1 子どもの成長に向けて切れ目のない支援体制の充実    

  4-1-1 療育体制の整備    

   ①障害児相談支援体制の構築 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ②一貫した児童発達支援体制の構築 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ③在宅で生活する障害児の生活支援の充実 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ④難病や特定疾患等の特性に対する配慮 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

  4-1-2 保育・教育支援体制の整備    

   ①保育所等における受け入れの促進 継続充実 Ａ 保育こども園課 

   ②こども園における支援の充実 継続充実 Ａ 保育こども園課 

  4-1-3 学齢期の教育等支援体制の充実    

   ①放課後等デイサービス等の支援充実 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ②インクルーシブ教育の推進 継続充実 Ａ 学校教育課 

基本目標５ 社会参加と自己実現への支援    

 5-1 障害者が就労しやすい環境づくりの推進    

  5-1-1 障害者雇用促進の普及・啓発活動の充実    

   ①公共機関における障害者雇用率の維持 継続維持 Ａ 人事課 

   
②ハローワーク専門援助の活用の周知 周知促進 

Ａ 障がい・長寿課 

   Ｅ 商工観光課 

  5-1-2 障害者の就労と定着支援の充実    

   ①就労移行支援事業所等における一般就労の促進 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ②多様な就労訓練の提供 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

   ③職場復帰と雇用の安定 継続充実 Ｃ 障がい・長寿課 

   ④障害者就労施設等に係る優先調達等の推進 継続充実 Ａ 障がい・長寿課 

 5-2 障害者の社会活動支援    

  5-2-1 多様な活動への支援    

   ①地域における障害者交流の促進 継続拡充 Ｂ 障がい・長寿課 

   ②文化芸術活動や創作活動の推進 継続拡充 Ａ 障がい・長寿課 

   ③スポーツ、レクリエーション活動の推進 整備促進 Ａ 障がい・長寿課 
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施 策 目標 評価 担当課 

  5-2-2 活動意欲向上の交流支援    

   ①障害者団体等による発表の場の創出 継続維持 Ａ 障がい・長寿課 

基本目標６ 安全・安心なまちづくりの推進    

 6-1 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進    

  6-1-1 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進    

   
①住宅のバリアフリー化に対する支援 継続充実 

Ｂ 障がい・長寿課 

   Ａ 都市計画課 

   

②公共施設等のバリアフリー化の推進 継続推進 

－ 障がい・長寿課 

   Ａ ＩＴ管財課 

   － 都市計画課 

   
③公共サービスにおける心のバリアフリー化の推進 継続充実 

Ｂ 障がい・長寿課 

   Ｂ 人事課 

  6-1-2 利用しやすい公共交通機関の整備    

   

①障害者に配慮した移動手段の検討 
継続充実、

整備検討 

－ 障がい・長寿課 

   Ｄ 都市計画課 

   Ａ 協働のまち推進課 

 6-2 災害等から障害者を守る体制の整備    

  6-2-1 災害への事前の備えの充実    

   ①避難支援プラン(個別支援計画)の作成 
名簿作成、個

別計画の作成 
Ｃ 障がい・長寿課 

   
②福祉避難所の確保及び備蓄物資の確保 協議推進 

Ａ 総務課 

   － 障がい・長寿課 

  6-2-2 災害発生時の支援体制の整備    

   
①避難所等における支援体制整備の検討 整備推進 

Ｃ 総務課 

   Ｃ 障がい・長寿課 

   ②災害発生後の支援体制整備の検討 整備推進 Ｃ 障がい・長寿課 

   
③自主防災組織に対する支援 導入促進 

Ｃ 総務課 

   Ｃ 障がい・長寿課 

基本目標７ 障害者の権利擁護の推進    

 7-1 権利擁護に関する取り組みの推進    

  7-1-1 権利擁護制度の利用促進    

   
①成年後見制度の利用促進 継続充実 

Ｂ 障がい・長寿課 

   Ｂ 社会福祉協議会 

   
②日常生活自立支援制度(社会福祉協議会)の利用促進 継続充実 

－ 障がい・長寿課 

   Ａ 社会福祉協議会 

   ③利用者預り金の管理の徹底 継続充実 － 障がい・長寿課 

 7-2 障害者への差別解消と虐待防止の取り組みの推進    

  7-2-1 差別解消法の普及啓発と合理的配慮の提供    

   
①｢障害者差別解消法｣と合理的配慮の提供に関す

る普及啓発 
導入促進 

Ｂ 障がい・長寿課 

   Ｂ 人事課 
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施 策 目標 評価 担当課 

  7-2-2 虐待防止法の普及啓発と支援体制の整備    

   ①｢障害者虐待防止法｣の普及啓発 継続充実 Ｂ 障がい・長寿課 

 

 

【評価内訳】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ － 計 

基本目標１  

情報提供や相談等の身近な支援体制の充実 

15 12 3 0 0 0 30 

50.0 40.0 10.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

基本目標２  

地域で暮らす生活基盤の充実 

9 1 4 0 0 0 14 

64.3 7.1 28.6 0.0 0.0 0.0 100.0 

基本目標３  

障害者の健康を支える体制の充実 

9 1 5 0 0 0 15 

60.0 6.7 33.3 0.0 0.0 0.0 100.0 

基本目標４  

障害のある子どもの成長支援 

8 0 0 0 0 0 8 

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

基本目標５  

社会参加と自己実現への支援 

8 1 1 0 1 0 11 

72.7 9.1 9.1 0.0 9.1 0.0 100.0 

基本目標６  

安全・安心なまちづくりの推進 

4 3 6 1 0 4 18 

22.2 16.7 33.3 5.6 0.0 22.2 100.0 

基本目標７  

障害者の権利擁護の推進 

1 5 0 0 0 2 8 

12.5 62.5 0.0 0.0 0.0 25.0 100.0 

合計 
54 23 19 1 1 6 104 

51.9 22.1 18.3 1.0 1.0 5.8 100.0 

 

施策への評価では、概ね達成度 80％以上のＡ評価、60％以上のＢ評価となってお

り、特に基本目標４「障害のある子どもの成長支援」はすべての項目でＡ評価となっ

ています。また、基本目標５「社会参加と自己実現への支援」でもＡ評価が 70％を超

えており、他の基本目標よりも評価が高いです。反対にＡ評価が少ないのは基本目標

６「安全・安心なまちづくりの推進」と基本目標７「障害者の権利擁護の推進」とな

っています。これら２つの基本目標では、実情に応じた施策の見直し、担当課の検証

が必要です。 

次項の「(２)取り組み状況と課題の把握」ではより詳細な実施状況や課題が示され

ています。各項目の課題を踏まえたうえで、次期計画における施策の検討を行います。 
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(２)取り組み状況と課題の把握 

点検１ 情報提供や相談等の身近な支援体制の充実 

1-1 多様な情報の提供と発信 

1-1-1 多様な方法による情報の提供 

①情報提供体制及び提供手法の整備 

【障がい・長寿課】目標：継続拡充（評価：Ａ） 

○市ホームページにおいて、各種障害福祉サービスの情報提供を行うほか、「広報

とみぐすく」を活用し、給付金・手当等の情報提供を行った。 

●文字のみの情報では堅苦しくわかりづらい。 

 

②身近な情報提供体制の充実 

【障がい・長寿課】目標：検討推進（評価：Ａ） 

○「障害福祉ハンドブック」を市独自で作成し、新規の手帳取得者へ配布するこ

とにより、障害を持つ方がどのようなサービスを利用できるか周知を行った。 

○市民が問合せしやすいように、各種サービスの問い合わせ先を併記している。 

●内容が複雑になるとページ数が増え、市民が読みづらく感じてしまう。 

 

③障害種別対応図書の充実 

【生涯学習振興課(中央図書館)】目標：継続拡充（評価：Ｂ） 

○「広報とみぐすく」の音声ＣＤ(秘書広報課)やＤＡＩＳＹ図書(デジタル録音図

書)を図書館に収蔵している。 

○ＤＡＩＳＹ図書の閲覧用端末が整備されていなかったが、図書館内への端末整

備により、利用できるように対応した。 

●点字図書は貸出対象にしていない。（一部児童書での貸出はしている。） 

●環境整備後の市民、障害者への周知方法が課題である。 

●点字図書やＣＤブック(音訳資料)の作成には専用機器や著作権許諾が必要であ

り、機器の操作熟度や作成に伴う業務増への職員体制の確立が課題である。 

 

④緊急時の情報提供体制の充実 

【総務課】目標：継続充実、システム構築（評価：Ｂ） 

○例年の台風・大雨等の風水害時に防災行政無線、コミュニティＦＭ、豊見城市

防災情報メールシステム、エリアメール等の緊急速報メールを通じ、災害情報

を発信している。 

○定時の情報発信のため、避難行動要支援者の時間的余裕を確保できるタイミン

グでの情報発信を行うよう着意している。 

○…実施状況 

●…実施する上での課題 
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●雷被害等による防災行政無線機器の故障が頻発し、一部伝達手段の制約を受け

ている。 

●既存の情報伝達手段には多用な使用方法があり、使用方法を理解しているオペ

レーターの検討・配置が必要である。 

【障がい・長寿課】目標：継続充実、システム構築（評価：Ｂ） 

○台風接近時において「要援護者名簿」に記載された方(単独での避難が困難な方)

に対し電話等で援護者の有無の確認や避難所の案内を行い、早めの避難を呼び

かけた。 

●不通になっている方への連絡手段の検討が必要である。 

 

 

1-1-2 情報入手の支援 

①情報提供体制及び提供手法の整備(再掲) 

【障がい・長寿課】目標：継続拡充（評価：Ａ） 

（再掲のため割愛） 

 

②意思疎通支援の充実 

【障がい・長寿課】目標：継続拡充（評価：Ｂ） 

○沖縄県身体障害者福祉協会へ「手話通訳・要約筆記派遣事業」を委託し、聴覚

障害者の意思疎通支援を行ったほか、補聴器や屋内信号装置などの給付を行っ

た。 

●窓口手話通訳者の確保が課題である。 

 

 

1-2 相談支援体制の充実 

1-2-1 相談窓口の充実 

①相談支援事業の周知と啓発 

【障がい・長寿課】目標：継続促進（評価：Ｂ） 

○市内２か所の法人へ当該事業を委託し、障害者が利用できるサービスや家族の

悩み事などについて幅広く相談を行った。 

○個々の障害の特性に応じたサービス利用につなぐことができている。 

●相談員の慢性的な不足により、新規の相談受入れが困難となっている。 
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②障害者権利擁護に関する相談支援事業 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○障害者の権利擁護に関する具体的な内容(虐待防止、成年後見制度利用等)の相

談支援を行う。 

○市内２か所の法人へ当該事業を委託。障害者の家族等からの相談に応じ、障が

い・長寿課と連携しながら支援を行っている。 

●相談員、専門職員の不足 

【社会福祉協議会】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○「コミュニティーソーシャルワーク事業」として、各中学校区ごとに地区担当

職員(ＣＳＷ)を３人配置し、小地域福祉ネットワーク推進地区を中心とした支

え合いの地域づくりを行っている。 

○地区内から上がってきた課題の解決に向けて、自治会長や民生委員等と連携し、

福祉推進委員会及び地域住民との協働で課題解決を目指している。 

○児童館や社会福祉センターへＣＳＷを配置し、地域で気軽に相談しやすい支援

体制を整備することができた。 

●より充実した相談支援体制(小学校区単位)を図る必要がある。 

 

③障害者差別に関する相談支援事業 

【障がい・長寿課】目標：体制整備（評価：Ｂ） 

○障害者差別解消法に基づき、差別に関する相談、紛争の防止等のための体制を

整備するとともにその周知を図る。 

○沖縄県が実施する「障害者差別に関する相談員研修」に担当職員及び相談支援

事業所の相談員等が参加。事例検討をとおして相談支援の方法を学んでいる。 

●専門職の不在(行政職員が対応している)。 

 

④障害者虐待に関する相談支援事業 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○被虐待者の一時保護施設への入所・相談を行うほか、虐待者に対しても悩み事

の相談等再発防止に向けた取り組みを行っている。 

●人材不足(専門職員)が課題となっている。 
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⑤就学相談支援事業 

【学校教育課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○就学相談について気軽に相談出来る窓口体制を実施した。 

○市内各小・中学校における保護者の都合、時間に合わせた学校見学や体験入室

を実施している。（“３密”を避けて実施） 

○市内５歳児保育を実施しているこども園、保育園への就学説明資料の提供やポ

スターチラシの配布、関係者を集めた教育支援についての講話などを行い理解

を深めた。 

○令和２年度は就学支援説明会をコロナウイルス感染拡大防止の観点から中止と

したが、教育支援委員会の内容に関するチラシや「学びの場」についてポスタ

ーやチラシを配布し、周知を図った。 

●保育こども園課と学校教育課での、就学に向けた就学支援の手順の共通理解と

教育支援委員会への共同実施が必要である。 

●コロナ禍での特別支援教育に関する就学説明に関する実施の検討が必要である。 

 

 

1-2-2 相談支援体制の強化  

①切れ目のない支援体制の構築 

【障がい・長寿課】目標：連携強化（評価：Ｃ） 

○取り組みなし 

●障害福祉サービス利用、障害者手帳取得につながる児童以外の把握ができない。 

【健康推進課】目標：連携強化（評価：なし） 

子育て支援課に事務移管 

【子育て支援課】目標：連携強化（評価：Ａ） 

○親子健康手帳交付時から支援を必要とする妊婦の把握のため、「親子手帳交付時

アンケート」を実施して、妊婦の身体的・精神的・社会的状況について把握し

ている。 

○妊娠、出産子育てに関するワンストップ相談窓口の体制整備のため、「子育て世

代包括支援センター」開設準備事業を実施。（令和２年４月～、保健師２名体制） 

●親子健康手帳時アンケートで把握された支援が必要な妊婦について、具体的な

支援施策の充実を図る。（関係機関との更なる連携支援体制の強化） 

【保育こども園課】目標：連携強化（評価：Ａ） 

○心理士による巡回相談(心理士)を通して保護者及び関係機関との連携を行って

いる。 

○巡回相談で子どもの発達の特徴や経過を把握し、保護者や保育士等と情報を共有

している。 
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●心理士の確保ができていない。令和元年度は２人の心理士が勤務していたが、

令和２年度は１人のため対応できる数が限られてしまう。 

【学校教育課】目標：連携強化（評価：Ａ） 

○切れ目のない支援体制の構築のため、障がい・長寿課、健康推進課、保育こど

も園課、学校教育課が一堂に会し、年三回の教育支援連絡会議を実施し、特別

支援教育の深化に努めている。 

○それぞれの担当課が実践している内容の情報交換を行い、情報の共有化を図っ

ている。 

●障害者福祉、特別支援教育についての取り組みを明確化し、市民にとって身近

な支援体制の構築を図りたい。 

 

②障害関係機関のネットワークの形成 

【担当課：障がい・長寿課】目標：体制強化（評価：Ａ） 

○関係機関におけるネットワークを形成し、障害者が身近な地域で専門的相談を

行うことができる体制づくりを行う。 

○障害者及び家族等からの相談を受けた相談員が、必要に応じ専門的な機関へつ

なぐなど支援を行っている。 

●つなぎ先における相談員不足。 

 

③基幹相談支援センターの設置推進 

【障がい・長寿課】目標：設置推進（評価：Ｂ） 

○現在、市内２か所の相談支援事業所に基幹相談支援センター機能業務を委託し

て実施している。 

●市の庁舎内にセンター設置するにあたり、場所の確保を要する。 

 

④自立支援協議会の活動推進事業 

【障がい・長寿課】目標：継続促進（評価：Ａ） 

○部会による相談ワーキングを年 12 回開催し、課題のある障害者の支援について

協議を行っている。 

○ケースの把握や支援者の悩みを共有し、課題の整理、情報交換の場として活用

できる。 

●人事異動や配置が変わった際の引継ぎの難しさがある。 
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1-3 障害者理解と意識の向上 

1-3-1 障害及び障害者理解の啓発促進 

①市民の障害に関する理解の促進 

【障がい・長寿課】目標：継続拡充（評価：Ａ） 

○市内の小学校４年生を対象に、障害理解に関するパンフレット「広げよう心の

バリアフリー」を配布している。 

【社会福祉協議会】目標：継続拡充（評価：Ａ） 

○「豊見城市社会福祉展」を開催し、市内の障害者相談支援事業所、障害者施設、

就労継続施設、ＮＰＯなどから活動紹介のパネル展示や各種活動で製作する作

品などを展示している。（２年に１度開催） 

○「社協だよりの発行」、「社協のしおりの発行」、「社協ホームページ」での情報

発信を行っている。 

●社協のホームページが 10 年以上の前の設定で画面上に不具合が見られることが

ある。 

 

②行政職員への障害者理解の促進 

【障がい・長寿課】目標：導入推進（評価：Ｃ） 

○職員研修等をとおして、行政職員の障害への理解を推進する。 

○人事課において研修を実施したが、障がい・長寿課においては具体的な取り組

みは行っていない。 

●障害者差別解消法に基づく「職員対応要領」作成が努力義務となっているが、

本市においては未作成。 

【人事課】目標：導入推進（評価：Ａ） 

○令和元年度接遇研修において、障害者差別解消法や合理的配慮の方法等を研修

内容に盛り込んだ。 

○実際にアイマスクを付けて視覚障害者を体験する内容は、受講者が障害者理解

を深めるのに大変有効であった。 

●全職員が研修を受講できていない。 

 

③ヘルプマークやヘルプカードの導入・普及啓発 

【障がい・長寿課】目標：導入推進（評価：Ａ） 

○沖縄県が作成したヘルプマークを障がい・長寿課窓口において希望者へ配布し

ている。 

○「ホームページを見た」「学校の保護者から聞いた」とヘルプマークへの周知度

が上がっており、配布数が伸びている。 
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④障害を知り理解する機会の提供 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○障害のある方の芸術作品を展示する機会を毎年設け、市民に鑑賞してもらって

いる。 

○表現の場を設定設置することにより、市民への通常の活動内容の周知を図って

いる。 

 

 

1-4 障害福祉の担い手の育成や人材の確保 

1-4-1 障害福祉活動団体等の活動支援 

①障害福祉団体等の活動支援 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○障害福祉団体等に対し、社会資源や福祉情報等の提供など支援を行う。 

○障害福祉サービス事業所連絡会が自主的に実施している交流会等において、市

民体育館等の利用手続きや参加者に対する参加賞の提供など支援を行っている。 

●現状維持 

【社会福祉協議会】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○「生活支援員養成講座」を開催し、広く地域で活動できる生活支援員の養成・

確保を行っている。 

○「音訳サービス事業」を実施し、視覚障害者に対する情報の格差の解消を図っ

ている。(社協だよりや新聞記事からの地域情報の発信) 

○「手話サークルパズル」、「手話サークルティダの会」への活動支援を行ってい

る。 

●生活支援員の確保が急務となっている。 

●音訳サービスの利用者増に向けて、事業の周知及びニーズ把握が必要である。 

 

②自治会等の地域活動への活動支援と啓発 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｃ） 

○自治会や地域の各種団体が行う地域福祉活動に対し支援を行う。 

○平成 29年～平成 31年において具体的な活動及び支援の実績なし。 

●社会福祉協議会と連携し、障がい・長寿課においても活動支援ができないか検

討する。 

【社会福祉協議会】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○「自治会長・民児協・社協情報交換会」を毎年 1 回開催し、社協事業、民生委員

児童委員の職務、自治会の役割などについての相互の理解と交流を深めている。 
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○「福祉講演会」を２年に 1 回開催している。成年後見制度・社協法人後見事業

の意義や役割について理解を深め、住民による支え合い活動の推進を図る機会

としている。 

○「音訳ボランティア養成講座」を開催し、視覚障害者の方への情報提供のため

の音訳ボランティア養成を行っている。 

●自治会とは毎年情報交換会を行っているが、他機関との情報交換会を行ってい

ない。 

●成年後見制度の講演会の時間を延ばして欲しいとのを要望が多かった。 

●音訳については、利用者増に向けて、事業の周知及びニーズ把握が必要である。 
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点検２ 地域で暮らす生活基盤の充実 

2-1 障害者の住まいの確保と地域生活への移行支援 

2-1-1 多様な住まいの確保 

①共同生活援助(グル－プホーム)の利用促進 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○単身世帯での生活が難しい障害者に対し、共同生活援助(グループホーム)の利

用を促している。 

○月平均 34 人が利用している。職員の見守り、声掛けを受けながら、入居者は地

域での生活を行っている。 

 

②民間住宅への入居等支援 

【障がい・長寿課】目標：継続支援（評価：Ａ） 

○「住宅入居支援事業」を実施し、入居支援や入居後の 24時間相談支援等を行っ

ている（委託による実施）。 

●事業の周知が課題となっている。 

 

 

2-1-2 地域生活へ移行・定着支援 

①地域移行支援体制の推進 

【障がい・長寿課】目標：移行推進（評価：Ｃ） 

○福祉施設入所者や精神科病院に入院している精神障害者等が地域生活に移行す

るための支援を行う。 

○平成 29年～平成 31年利用実績なし。 

●短期入院者に対する支援実績はあるが、長期入院者については地域移行の実績

がない。 

 

②地域定着支援 

【障がい・長寿課】目標：定着推進（評価：Ｃ） 

○入所施設や精神科病院から退所または退院した方や単身生活に移行した障害者

等に対する緊急時の相談など必要な支援を行う。 

○平成 29年～平成 31年利用実績なし。 

●入所及び入院中の障害者及び家族等への事業の周知 
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2-2 障害者の日常生活支援サービスの充実 

2-2-1 日常生活支援の福祉サービスの充実 

①地域生活支援拠点の整備 

【障がい・長寿課】目標：整備推進（評価：Ｃ） 

○国では、障害福祉計画策定の中で、「地域生活支援拠点」の整備を市町村に求め

ている。利用を促している。 

○現時点において未整備。 

●既存施設への声掛け、協力有無によって実施可否が決まる 

 

②居宅介護 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○日常生活の支援を行い、地域生活が継続するよう支援するため、居宅介護サービ

スを給付している。 

○自宅の衛生面・食生活の改善、病院の定期受診に繋がっている。 

 

③重度訪問介護 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○重度の障害があり、常に介護が必要な方の入浴、排せつ、食事、移動の介助を

行う重度訪問介護サービスを給付している。 

 

④同行援護 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○視覚障害のある方に対し、買い物や移動の支援を行うため、同行援護サービス

を給付している。 

○約 20 名(月平均)支援を行っており、日常生活の改善、安定が図られている。 

 

⑤行動援護 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○行動上著しい困難を有し、常時介護が必要な知的・精神障害者に対し、行動援

護サービスを給付している。 

○約 13名(月平均)支援を行っており、日常生活の改善、安定が図られている。 
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⑥短期入所・日中一時支援 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○自宅で介護を行うことができない場合の一時的な施設への入所や障害者等の家

族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のため

事業所において支援を行う。 

●サービス利用決定を受けても入所先が見つからないことが多い(事業所不足)。 

 

⑦重度障害者等包括支援 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｃ） 

○介護の程度が著しく高い、常時介護を要する障害者に居宅介護その他の福祉サ

ービスを包括的に提供します。 

○平成 29年～平成 31年利用実績なし 

 

⑧日常生活用具給付等 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○在宅の障害者(児)に対し、日常生活用具(介護・訓練支援用具、意思疎通支援用

具、排せつ管理支援用具等)を給付している。 

○用具の中では、排せつ管理支援用具の利用が非常に多くなっている。（紙おむつ

含むため） 

 

 

2-2-2 障害者の外出支援の充実 

①ヘルプマークやヘルプカードの導入・普及啓発(再掲) 

【障がい・長寿課】目標：導入推進（評価：Ａ） 

（再掲のため割愛） 

 

②移動支援への対応 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○重度の肢体不自由児で、単独で通学・通所することが困難な方に対しての通学・

通所のための移動支援を行っている。（17人が利用している） 
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点検３ 障害者の健康を支える体制の充実 

3-1 すこやかに生きる保健・医療体制の充実 

3-1-1 障害の早期発見・支援体制の充実 

①早期発見の健診・発達相談 

【健康推進課】目標：継続充実（評価：Ｃ） 

○特定健診を実施しているほか、市内在住の 20 歳以上の方にがん検診受診券を

発行し、受診勧奨を行っており、生活習慣病等による障害発生予防、医療費抑

制に努めている。 

●通院中という理由で健診を受けない市民が一定数いる。 

●若年層(20-50 代)の受診率が低い傾向にある。 

【子育て支援課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○乳幼児健診を実施することで、障害や疾病を早期に発見し、医療受診や支援に

つなげている。 

○乳児、1 歳６か月児、３歳児の健診ついて、それぞれ 95％程度の受診率となっ

ている。 

●未受診者の把握が課題となっている。 

【学校教育課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○学校保健安全法に基づき、翌年度に就学する児童の就学時健康診断(内科、歯科、

視力、聴力)を行っている。 

○児童生徒職員健康診断委託事業を実施し、健康状態を把握するとともに学校に

おける健康課題を明らかにして健康教育に役立てている。 

○健康診断の結果は本人や保護者に通知され、その際に疾病や異常の疑いが認め

られる場合は医師から医療機関への受診が勧められている。 

●就学時健康診断においては校区ごとに市中央公民館にて実施していることか

ら、いわゆる「３密」の環境に陥りやすい。 

 

②養育支援訪問事業 

【子育て支援課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○産後うつ病等、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で

養育支援が特に必要な家庭に対し、ヘルパーによる育児・家事の援助又は保健

師等による具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施している。 

○近年は年間 20世帯程度を支援している。 

○当該家庭における養育及び子どもの見守りや養育者の精神的なフォローにも非

常に有効であった。 

●養育支援の対象者は、育児疲れや不安、持病等で精神的に不安定な場合がある

ため、支援者の些細な一言がストレスとなり、支援の拒絶に至ることもある。 
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●実際に支援するヘルパーや相談員は、支援対象者の特性を理解し、発言や対応

について十分に注意する必要がある。 

 

③口腔健康についての情報発信 

【健康推進課】目標：継続充実（評価：Ｃ） 

○40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の市民を対象に歯周病検診費用の一部助成を行い、

受診勧奨ハガキを送付した。 

○受診勧奨者 3,000人程度、受診者は 200人程度となっている。(令和元年度) 

●受診者数の向上が課題となっている。 

【子育て支援課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○乳幼児健診及び２歳児歯科健診において歯科保健指導を行い、定期的な歯科健

診の受診勧奨及び口腔の健康と全身の健康について情報発信している。 

○２歳児歯科健診の受診率は 60％程度である。 

○南部地区歯科医師会主催のデンタルフェアの後援を行っている。 

○３歳児における虫歯の有病割合は令和元年度で 17.1％で少しずつ減少してき

ている。 

●未受診者への受診勧奨が課題である。 

 

④心の健康づくり 

【健康推進課】目標：継続充実（評価：Ｃ） 

○健康診査等の各種健診後に、個々に応じた生活習慣改善の保健指導を実施して

いる。 

○20 代 30 代健診後の保健指導率は 39.7％、特定健診後の保健指導率は 45.3％で

ある。 

○「健康増進普及月間」「食生活普及改善運動」等の普及月間の際にパネル展を実

施し、啓発を行っている。 

○広報とみぐすくに健康情報に関する連載記事「こんにちは保健師・栄養士です」

を掲載した。（年５回） 

●「休養」や「睡眠」に関して、パンフレットの配布やポスター掲示などを行っ

ているが、今後はより詳しい周知啓発を検討する。 
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⑤切れ目のない支援体制の構築(再掲) 

【障がい・長寿課】目標：連携強化（評価：Ｃ） 

（再掲のため割愛） 

【子育て支援課】目標：連携強化（評価：Ａ） 

（再掲のため割愛） 

【保育こども園課】目標：連携強化（評価：Ａ） 

（再掲のため割愛） 

【学校教育課】目標：連携強化（評価：Ａ） 

（再掲のため割愛） 

 

 

3-1-2 地域医療体制の充実 

①医療受診に対する支援の充実 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○障害者の健康保持・増進を図るため、保健事業と連携した福祉サービスの提供

体制を充実し、相談窓口の紹介や医療受診に対する支援の充実を図る。 

○視覚障害や聴覚障害、精神障害の方が医療機関を受診する際の同行支援、手話

通訳等のサービスを提供している。 

●事前に日程の調整が必要となるため、緊急の受診(夜間等)への対応ができない

ことがある。 

 

②身近な｢かかりつけ医｣の普及促進 

【障がい・長寿課】目標：導入促進（評価：Ｃ） 

○「かかりつけ医」の必要性について周知・広報を行う。 

○沖縄県や健康保険組合において周知を行っているが、障がい・長寿課では取り

組みなし。 

 

③通院時のコミュニケ一ション支援事業 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○手話通訳者・要約筆記者派遣事業を沖縄県身体障害者福祉協会に委託し、必要

に応じ通訳者を派遣し、意思疎通支援を行っている。 

○令和元年度は 70件程度の実績がある。 

○時間外(深夜)の手話派遣要請にも対応できた。 
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3-1-3 医療にかかる経済的負担の軽減 

①重度心身障害者医療費の助成 

【障がい・長寿課】目標：継続推進（評価：Ａ） 

○重度(身体１・２級及び療育Ａ１・Ａ２)の障害者に対し、医療費を助成してい

る。令和元年度の実績は 1,000件程度である。 
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点検４ 障害のある子どもの成長支援 

4-1 子どもの成長に向けて切れ目のない支援体制の充実 

4-1-1 療育体制の整備 

①障害児相談支援体制の構築 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○障害児が福祉サービスを利用する際に、相談支援事業所で計画書を作成し、市

に提出した上で支援を決定する。 

○障害児の計画作成率は 100％である。 

 

②一貫した児童発達支援体制の構築 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○児童発達支援については、０歳から未就学児までの児童が基本的な動作、集団

生活への適応訓練等を行っている。月平均で 90 名程度が利用している。 

○国が市町村への目標を促している「児童発達支援センター」の設置には至って

いない。 

●児童発達支援センターの設置など、「児童発達支援体制」についての実現可能性

等について現状把握していく必要がある。 

 

③在宅で生活する障害児の生活支援の充実 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○身体障害者手帳１・２級と療育手帳Ａ１・Ａ２の所持者を重症心身障害児と定

義し、在宅で支援を行っている。 

○利用を希望する者に対し、サービスの支給決定を実施し、在宅での生活を支援

している。 

 

④難病や特定疾患等の特性に対する配慮 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○申請者のニーズや計画の内容を精査しながら、対象者の状態等を考慮し、支援

を行っている。 
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4-1-2 保育・教育支援体制の整備 

①保育所等における受け入れの促進 

【保育こども園課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○障害児保育事業として、障害児の受け入れを行っている。 

○障害児の加配保育士を確保している施設に対して補助金の交付を行っている。

（14園） 

○心理士が各園を巡回し、発達の気になる子の保護者及び保育士等の相談支援を

行っている。 

●心理士の確保ができていない。令和元年度は２人の心理士が勤務していたが、

令和２年度は１人のため対応できる数が限られてしまう。 

 

②こども園における支援の充実 

【保育こども園課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○市立上田こども園においては特別支援教育支援員を確保し、発達支援を行って

いる。 

○公私連携型認定こども園においては、支援員を配置しており、これに対する補

助金交付を行っている。 

●令和２年度は必要な特別支援教育支援員数 10人に対して、7人しか確保できて

いない。 
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4-1-3 学齢期の教育等支援体制の充実 

①放課後等デイサービス等の支援充実 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○障害児通所支援の放課後等デイサービスについて、市内事業所で実施している。 

○月平均で 300人程度が利用している。 

 

②インクルーシブ教育の推進 

【学校教育課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○本人や保護者との面接を実施し、希望する「学びの場」を決定している。 

○希望する「学びの場」での受けいれや教育などにおいて、本人や保護者に寄り

添えるよう、支援の輪を広げていった。 

○「特別支援教育コーディネーター連絡会」、「特別支援教育支援員連絡会」、「通

級指導教室担当者連絡会」を実施し、担当者の資質能力を高める研修を実践し

ている。 

○研修により、通常学校での対応力の向上や健常者と障害者が共に学びあうイン

クルーシブ教育の推進を図ることにつながっている。 

●主担当の特別支援教育コーディネーターが不在のため、インクルーシブ教育の

成果を上げる取り組みが不十分である。 

●公認心理士の配置が課題である。 

 

  



140 

点検５ 社会参加と自己実現への支援 

5-1 障害者が就労しやすい環境づくりの推進 

5-1-1 障害者雇用促進の普及・啓発活動の充実 

①公共機関における障害者雇用率の維持 

【人事課】目標：継続維持（評価：Ａ） 

○市では、障害者の雇用促進のため、採用枠を設けているほか、毎年、障害者任

免状況通報を行っており、前年度採用者の定着状況を把握し進捗管理を行って

いる。 

○市の障害者雇用率は 2.97％(令和２年)であり、法定雇用率の 2.5％を上回って

いる。 

●実雇用率は常勤職員のほか会計年度任用職員も含めて算定しており、毎年度変

動すると推測される。（法定雇用率は令和３年４月までに 2.6％に引き上げられ

る。） 

 

②ハローワーク専門援助の活用の周知 

【障がい・長寿課】目標：周知促進（評価：Ａ） 

○就労を希望する障害者等に対し、ハローワーク専門援助部門の積極的な活用に

ついて周知を行う。 

○就労移行支援事業を実施する障害福祉サービス事業所において、利用者に対し

ハローワーク窓口への相談を促すなど周知に努めている。 

【商工観光課】目標：周知促進（評価：Ｅ）※次期計画において見直しを検討 

○ホームページや広報誌等により、ハローワーク専門援助部門の積極的な活用に

ついての周知を行うものである。 

（※専門援助部門＝障害者の求職者と面談し、個々の障害の状況、ニーズ、適性

などを把握した上で、適切な職業選択ができるように職業相談・紹介を行う） 

●ハローワーク専門援助部門からの周知依頼等がな＜、周知すべき案件がない。 
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5-1-2 障害者の就労と定着支援の充実 

①就労移行支援事業所等における一般就労の促進 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○企業実習や求職活動の支援等に努め、実習先の開拓を推進する。 

○令和元年度実績において、就労移行支援事業・就労継続支援事業利用者のうち

11 名が一般就労へとつながっている。 

●一般就労移行後の状況把握を行っていない。 

 

②多様な就労訓練の提供 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○障害特性に応じた多様な機能訓練・応用訓練(リハビリテーション)や就労訓練

などの支援に必要な情報等の提供を行う。 

○就労移行及び就労継続支援事業において、知識及び能力の向上のために必要な

訓練を行うほか、自立訓練事業等を通して地域生活を営む上で生活能力の維持・

向上を図るために必要な訓練を行っている。 

 

③職場復帰と雇用の安定 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｃ） 

○採用後に障害等を有することになった方に対し、円滑な職場復帰や雇用の安定

につながる相談支援を行う。 

○取り組みなし（相談事例なし）。 

 

④障害者就労施設等に係る優先調達等の推進 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○障害者就労施設等からの物品等調達の推進を図っている。 

○事業について、庁舎内回覧やホームページに公開することで、多くのＰＲに繋

がった。 
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5-2 障害者の社会活動支援 

5-2-1 多様な活動への支援 

①地域における障害者交流の促進 

【障がい・長寿課】目標：継続拡充（評価：Ｂ） 

○福祉施設、教育機関等、地域住民等の交流の場を設け、障害者の地域行事への

参加を促進する。 

○障害者週間や世界自閉症啓発デーなどの時期に合わせ、市役所市民交流広場な

どでパネル展を実施し、市役所を訪れる市民等に対し疑似体験の場の提供や事

業所製作品の販売等を行っている。 

●感染症対策の徹底 

 

②文化芸術活動や創作活動の推進 

【障がい・長寿課】目標：継続拡充（評価：Ａ） 

○年に１回、障害者週間に合わせ、展示会(エイブルアート)を開催している。 

 

③スポーツ、レクリエーション活動の推進 

【障がい・長寿課】目標：整備促進（評価：Ａ） 

○沖縄県が実施する身体障害者スポーツ大会に団体で参加し、スポーツを通じて

交流を深めている。 

●参加選手の高齢化が課題である。（若年障害者の参加が少ない） 

 

 

5-2-2 活動意欲向上の交流支援 

①障害者団体等による発表の場の創出 

【障がい・長寿課】目標：継続維持（評価：Ａ） 

○年に１回、障害者週間に合わせ、展示会(エイブルアート)を開催している。 
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点検６ 安全・安心なまちづくりの推進 

6-1 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

6-1-1 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

①住宅のバリアフリー化に対する支援 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○障害児(者)の移動等を円滑にする用具を設置するための小規模な住宅改修(段

差解消、スロープ設置等)の費用を助成している。 

○平成 30年、令和元年は申請なしとなっている。 

【都市計画課】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○市内の既存住宅をリフォームすることで、市民が安全・安心な住環境を進める

ため、令和２年度より、自己の居住する住宅のリフォーム工事への支援を開始

した。 

○開始したばかりの事業であるため、検証は今後実施する予定である。 

 

②公共施設等のバリアフリー化の推進 

【障がい・長寿課】目標：継続推進（評価：評価なし） 

○公共施設等のバリアフリー化については、障がい・長寿課では実績なしとなっ

ている。 

（主にＩＴ管財課において対応している） 

【ＩＴ管財課】目標：継続推進（評価：Ａ） 

○「バリアフリー新法」及び「ユニバーサルデザインの考え方を導入した公共建

築整備のガイドライン」に基づき、公共施設等におけるバリアフリー化を促進

する。 

○庁舎を訪れるすべての人が利用しやすいよう、庁舎全体においてユニバーサル

デザインの理念を導入し、安心して利用できる庁舎づくりに努めた。特に、高

齢者・障害者・子ども連れの方が多い部署を低層階に集約したことにより利便

性を向上させた。 

【都市計画課】目標：継続推進（評価：なし） 

（本施策の担当課について精査を行う必要がある） 

 

③公共サービスにおける心のバリアフリー化の推進 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○窓口業務等において、障害者の特性に応じた配慮を徹底する。 

○聴覚障害者に対し筆談や口話、視覚障害者や肢体不自由の方などに対し必要に

応じて代筆等による支援を行っている 
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【人事課】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○全窓口等における筆談マークの表示や、１階の総合案内での車イス貸出を実施

している。 

○職員が積極的に声掛けを行い、窓口等で障害の特性に応じたコミュニケーショ

ンによる対応を実施している。 

●上記事業だけでは心のバリアフリーは十分とは言えない部分はある。まずは積

極的に声をかけることが重要であり、一人ひとりの自発的な行動を促していく

必要がある。 

 

 

6-1-2 利用しやすい公共交通機関の整備 

①障害者に配慮した移動手段の検討 

【障がい・長寿課】目標：継続充実、整備検討（評価：なし） 

○障害者に配慮した移動手段の検討については、障がい・長寿課では実績なしと

なっている。 

○都市計画課が策定する「交通基本計画」において検討する。 

【都市計画課】目標：継続充実、整備検討（評価：Ｄ） 

○令和元年度から交通基本計画の策定を行っており、市民へのアンケート調査等

を実施し、公共交通の利用状況や公共交通に対する課題の整理を行った。 

○令和２年度に交通基本計画を策定予定である。 

●アンケート結果等では、「現計画の方針」に沿った“障害者の移動手段に対する

ニーズ”について把握できていない。 

【協働のまち推進課】目標：継続充実、整備検討（評価：Ａ） 

○琉球バス交通が運営する市内一周バスについて、身体障害者割引を実施してい

る。 

○バスマップにも割引内容を記載し、庁舎案内や市の施設窓口、ホームページに

掲載し、周知を行った。 
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6-2 災害等から障害者を守る体制の整備 

6-2-1 災害への事前の備えの充実 

①避難支援プラン(個別支援計画)の作成 

【障がい・長寿課】目標：名簿作成、個別計画の作成（評価：Ｃ） 

○災害時、支援が必要と思われる方を対象とした避難行動要支援者の名簿および

避難支援プラン(個別支援計画)を作成している。 

○避難支援等関係者(民生委員、自治会、消防等)へ名簿を提供し、災害時に備え

ている。 

○避難支援等関係者である民生委員および自治会長に対し、事業の周知や名簿の

活用方法等を説明した。 

●避難支援プラン(個別支援計画)について、約１割しか作成されていないため、

ケアマネージャーや相談員等へも協力依頼を行う。 

●名簿の外部提供を行う必要がある。 

 

②福祉避難所の確保及び備蓄物資の確保 

【総務課】目標：協議推進（評価：Ａ） 

○福祉避難所として、市内老人保健施設７か所と協定を締結している。583 人分

の宿泊を確保した。 

○備蓄計画に基づいた備蓄の推進を行っており、介護や介助が必要な方にも対応

した非常食(流動食)を 26,000食程度確保している。 

●福祉避難所を開設・運営する流れを含む訓練を実施する必要がある。（これまで

福祉避難所を利用した訓練は未実施。） 

【障がい・長寿課】目標：協議推進（評価：なし） 

○総務課において実施。 
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6-2-2 災害発生時の支援体制の整備 

①避難所等における支援体制整備の検討 

【総務課】目標：整備推進（評価：Ｃ） 

○避難所の運営には、要配慮者の対応をする医療福祉班が編成されており、業務

内容も規定されている。 

○市総合防災訓練(Ｒ２.２)において、要支援者対応の訓練を実施。要支援者(車

イスや高齢者等)約 20 名の受入れ訓練を実施した。 

●避難所内における要支援者のための対策・準備についてはまだ不十分であり、

要支援者からのニーズを確認して、対策を講じる必要がある。 

【障がい・長寿課】目標：整備推進（評価：Ｃ） 

○取り組みなし。 

●意思疎通支援者等の手配が困難。福祉避難所への誘導が必要な障害者の線引き

が難しい。 

 

②災害発生後の支援体制整備の検討 

【障がい・長寿課】目標：整備推進（評価：Ｃ） 

○災害発生後も継続して福祉・医療サービスが受けられるよう、社会福祉施設や

医療機関等との広域的ネットワークの構築を検討する。 

○取り組みなし。 

●災害発生後における障害者個々のニーズを把握しておく必要がある。 

 

③自主防災組織に対する支援 

【総務課】目標：導入促進（評価：Ｃ） 

○自治会及び自主防災組織等が行う自主的・主体的な避難行動要支援者対策につ

いて支援を行う。 

○自主防災組織の結成促進に向け取り組みを行っているが、個々の活動内容の支

援までには至っていない状況である。 

●避難行動要支援者の把握、災害時の情報伝達体制の構築等 

【障がい・長寿課】目標：導入促進（評価：Ｃ） 

○自治会及び自主防災組織等が行う自主的・主体的な避難行動要支援者対策につ

いて支援を行う。 

○支援実績なし。 

●自主防災組織等のニーズとのマッチングを行う必要がある。 
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点検７ 障害者の権利擁護の推進 

7-1 権利擁護に関する取り組みの推進 

7-1-1 権利擁護制度の利用促進 

①成年後見制度の利用促進 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

（本施策の担当課について精査を行う必要がある） 

○判断能力が不十分な障害者等に対し、成年後見制度についての周知を行うほか、

必要に応じ市長申し立てによる成年後見審判手続きや費用の負担を行う。 

【社会福祉協議会】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○「社協法人後見事業」を実施しており、成年後見について、社協が成年後見人

等に就任することにより本人の権利擁護を図っている。 

○日常生活自立支援事業終了者の受け皿として支援の継続が図られ、地域包括ケ

アシステムの推進に繋がっている。 

●事業担当が兼務の為、受け入れ人数の制限がある。職員体制の整備が急務であ

る。 

 

②日常生活自立支援制度(社会福祉協議会)の利用促進 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：なし） 

（本施策の担当課について精査を行う必要がある） 

【社会福祉協議会】目標：継続充実（評価：Ａ） 

○認知症高齢者、知的障害者、精神障害者で判断能力が不十分な人のために、「日

常生活自立支援事業」を実施し、福祉サービスの利用に関する援助や日常的な

金銭管理などを行っている。 

○日常生活自立支援事業が基幹型から全市町村型へ移行となり、専門員 1 名、支

援員 1 名、推進員 1 名の体制で行っている。 

●利用待機者も６名おり、専門員をサポートする生活支援員の確保が急務となっ

ている。 

 

③利用者預り金の管理の徹底 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：なし） 

（本施策の担当課について精査を行う必要がある） 
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7-2 障害者への差別解消と虐待防止の取り組みの推進 

7-2-1 差別解消法の普及啓発と合理的配慮の提供 

①｢障害者差別解消法｣と合理的配慮の提供に関する普及啓発 

【障がい・長寿課】目標：導入促進（評価：Ｂ） 

○障害者差別解消に向け、市民への周知・啓発を行うほか、職員に対し合理的配

慮に関する事例等の周知を図る。 

○障害者差別解消法に基づく「職員対応要領」作成に向け、情報収集を行ってい

る。 

●「職員対応要領」作成に向けた取り組みの強化 

【人事課】目標：導入促進（評価：Ｂ） 

○市役所においては、令和元年度接遇研修において、障害者差別解消法や合理的

配慮の方法等研修を実施した。 

○実際にアイマスクを付けて視覚障害者を体験する内容は、受講者が障害者理解

を深めるのに大変有効であった。 

●全職員が研修を受講できていない 

 

 

7-2-2 虐待防止法の普及啓発と支援体制の整備 

①｢障害者虐待防止法｣の普及啓発 

【障がい・長寿課】目標：継続充実（評価：Ｂ） 

○障害者虐待防止に向け広報活動を行うほか、障害者福祉施設等における虐待の

防止や障害者の支援、施設に対する適切な権限行使を行う。 

○虐待が疑われる市民について、事実の有無を確認し必要に応じて一時保護施設

に入所させるなど適宜対応している。また、施設利用者及びその家族等からの

相談を受け、当該施設に対し事実確認を行うほか原因及び解決策について報告

を求め、県に報告を行っている。 

●被虐待者のみならず、虐待者(養護者)に対しても長期的な支援が必要。 
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７．計画策定の経緯 

 

会議・調査等 開催日・期間 議題・内容等 

第１回障害者施策推進協議会 令和 2年 8 月 27 日 

〇計画策定の概要について 

〇検討スケジュールについて 

〇アンケート調査について 

前計画の施策に係る評価 
令和 2 年 9 月 17 日～

令和 2年 9 月 30 日 

〇関係課を対象に前計画（計画期

間：平成30 年度～令和 2年度）

に係る点検・評価を実施 

障害者計画及び障害福祉計画

策定アンケート実施 

令和 2 年 10 月 5 日～

令和 2年 10 月 31 日 

〇障害者・児（身体、知的、精神）、

施設入所者 1,725 人を対象に郵

送で実施 

障害福祉サービスに関する事

業所等アンケート実施 

令和2年10月15日～ 

令和 2年 11 月 11 日 

〇市内障害福祉サービス等事業所

45 か所を対象にメールで実施 

第２回障害者施策推進協議会 令和 2年 12 月 2 日 
〇前期計画の実施状況について 

〇アンケート調査結果について 

第３回障害者施策推進協議会 令和 3年 2 月 10 日 〇障害者計画の素案について 

関係課への意見照会 
令和 3 年 2 月 12 日～

令和 3年 2 月 18 日 

〇「第２章 ４.施策の展開」の内容

について 

豊見城市地域自立支援協議会

への意見照会 

令和 3 年 2 月 12 日～

令和 3年 2 月 19 日 

〇障害者計画(素案)の内容につい

て 

第４回障害者施策推進協議会 令和 3年 3 月 8日 〇障害者計画の原案について 
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８．豊見城市障害者施策推進協議会委員名簿 

 

 

№ 第３条２項 氏  名 所属 職名 備考 

1 第１号委員 城間
し ろ ま

 園子
そ の こ

 
琉球大学 

准教授 
副委員長 

2 第１号委員 又吉
またよし

 安一
やすいち

 
沖縄県立西崎特別支援学校 

校長 

 

3 第２号委員 安里
あ さ と

 京子
きょうこ

 
豊見城市身体障害者福祉協会 

前会長 

 

4 第３号委員 外間
ほ か ま

 美代子
み よ こ

 
豊見城市手をつなぐ育成会 

会計 

 

5 第３号委員 大城
おおしろ

 稔
みのる

 
豊見城市社会福祉協議会 

事務局長 
委員長 

6 第３号委員 赤嶺
あかみね

 静
しずか

 
特定非営利活動法人ゆい・ハート福祉会 

理事・相談員 

 

7 第３号委員 横山
よこやま

 公一
こういち

 
まつみ福祉会 

第三事業部 事務課長 

 

8 第３号委員 石垣
いしがき

 春美
は る み

 
ちいろば会 障害者就労支援センター 

ちいろば 所長 

 

9 第３号委員 田中
た な か

 望江
の ぞ え

 
相談支援事業所はくあい 

管理者・相談支援専門員 

 

10 第４号委員 當間
と う ま

 秀樹
ひ で き

 
沖縄県南部福祉事務所 

所長 

 

 

第１号委員･･･学識経験者 

第２号委員･･･障害者 

第３号委員･･･障害者の福祉に関する事業に従事する者 

第４号委員･･･関係行政機関の職員 
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９．豊見城市障害者施策推進協議会規則 

平成 16 年 12月 28 日規則第 26号 

最終改正 平成 30年３月２日規則第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、豊見城市附属機関の設置に関する条例（平成 16 年豊見城市条例

第 18 号）第３条の規定に基づき、豊見城市障害者施策推進協議会（以下「協議会」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（担任事務） 

第２条 協議会は、市の障害者施策推進に関し必要な事項を調査審議するものとする。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 10人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 障害者 

(３) 障害者の福祉に関する事業に従事する者 

(４) 関係行政機関の職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するとこ

ろによる。 

（関係者の意見聴取等） 

第７条 委員長は、協議会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めてその意



152 

見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、福祉健康部障がい・長寿課において処理する。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、委員長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

この規則は、豊見城市附属機関の設置に関する条例（平成 16年豊見城市条例第 18号）

の施行の日から施行する。 

附 則（平成 18年３月 31 日規則第 12号） 

この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20年３月 31 日規則第３号） 

この規則は、平成 20年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30年３月２日規則第５号） 

（施行期日） 

この規則は、平成 30年４月１日から施行する。 
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10．障害者施策推進協議会への諮問文 
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11．障害者施策推進協議会からの答申文 
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豊見城市
と み ぐ す く し

障害者
しょうがいしゃ

計画
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及
およ
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第
だい

６期
き

障 害
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福祉
ふ く し

計画
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・第
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障害児
しょうがいじ
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計画
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令和
れ い わ

３年
ねん
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がつ

 

編集
へんしゅう

・発行
はっこう

：豊見城市
と み ぐ す く し

福
ふく

祉
し

健康部障
けんこうぶしょう

がい・長寿課
ちょうじゅか

 

〒901-0292 沖縄県
おきなわけん

豊見城市宜
と み ぐ す く し ぎ

保
ほ

一丁目
いっちょうめ

１番
ばん

地
ち
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TEL：098-850-5320  FAX：098-856-7046 
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