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地域
ち い き

社会
しゃかい

でともに支
ささ

えあうしくみづくりのために 

 

本市
ほ ん し

は、東京
とうきょう

都内
と な い

初
はつ

の中核
ちゅうかく

市
し

として、東京都
とうきょうと

から移譲
いじょう

さ

れた事務
じ む

権限
けんげん

を活
い

かし、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の発行
はっこう

や 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の指定
し て い

及
およ

び指導
し ど う

・監査
か ん さ

など、本市
ほ ん し

の

実情
じつじょう

に即
そく

した様々
さまざま

な施策
し さ く

を展開
てんかい

しています。平成
へいせい

３１年
ねん

（２０１９年
ねん

）４月
がつ

からは、新
あら

たに障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の指定
し て い

及
およ

び指導
し ど う

・監査
か ん さ

の権限
けんげん

が移譲
いじょう

され、令和
れ い わ

２年
ねん

（２０

２０年
ねん

）１０月
がつ

からは、いち早
はや

く身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

のカード

様式
ようしき

を導入
どうにゅう

するなど、市民
し み ん

サービスの向上
こうじょう

に努
つと

めてまい

りました。 

本市
ほ ん し

における障害者数
しょうがいしゃすう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、障害
しょうがい

の重度化
じ ゅ う ど か

や高齢化
こ う れ い か

に 伴
ともな

い、ニ

ーズも多様化
た よ う か

してきています。こうした 状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、計画
けいかく

の基本
き ほ ん

目標
もくひょう

である

「全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

け、社会
しゃかい

参加
さ ん か

し、地域
ち い き

で、安定
あんてい

し、充実
じゅうじつ

した

自立
じ り つ

生活
せいかつ

ができるまちづくり」を進
すす

めるため、様々
さまざま

な施策
し さ く

を推進
すいしん

してまいります。 

本計画
ほんけいかく

では、「安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくり」「ともに学
まな

び、働
はたら

き、社会
しゃかい

参加
さ ん か

す

るために」「ともに支
ささ

えあうために」の３つの基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を 柱
はしら

に、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で

自立
じ り つ

した生活
せいかつ

ができるよう、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

や重度
じゅうど

・重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

でき

る障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

の整備
せ い び

促進
そくしん

、障害者
しょうがいしゃ

を支
ささ

えるネットワークづくりなどを主要
しゅよう

な

取組
とりくみ

と位置
い ち

づけ、重点的
じゅうてんてき

に取
と

り組
く

むことといたしました。 

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の拡大
かくだい

により、私達
わたしたち

の生活
せいかつ

や経済
けいざい

、雇用
こ よ う

にも大
おお

きな

影響
えいきょう

が及
およ

んでいます。 新
あたら

しい生活
せいかつ

様式
ようしき

に対応
たいおう

しつつ、今後
こ ん ご

とも本市
ほ ん し

が地域
ち い き

でと

もに支
ささ

え合
あ

うまちとなるよう、関係者
かんけいしゃ

の皆様
みなさま

とともに本計
ほんけい

画
かく

の推進
すいしん

に全力
ぜんりょく

で取
と

り

組
く

んでまいりますので、引
ひ

き続
つづ

き本市
ほ ん し

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に御協力
ごきょうりょく

を 賜
たまわ

りますよう

お願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 

結
むす

びに、本計画
ほんけいかく

の策定部
さ く て い ぶ

会
かい

委員
い い ん

の皆様
みなさま

をはじめ、アンケート調査
ちょうさ

やパブリック

コメントに御
ご

協 力
きょうりょく

いただいた市民
し み ん

の皆様
みなさま

に、 心
こころ

より御礼
おんれい

申
もう

し上
あ

げます。 
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   計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

及
およ

び目的
もくてき

 

 

八王子市
は ち お う じ し

では、平成
へいせい

１２年
ねん

（２０００年
ねん

）４月
がつ

に「八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」を、平成
へいせい

１８年
ねん

（２００６年
ねん

）４月
がつ

に｢八王子市
は ち お う じ 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

１８～２０年度
ね ん ど

）〔２００

６～２００８年度
ね ん ど

〕｣をそれぞれ策定
さくてい

してから、時代
じ だ い

の変化
へ ん か

や障害者
しょうがいしゃ

（ 注
ちゅう

）のニーズ

に的確
てきかく

に対応
たいおう

するため、両計画
りょうけいかく

の見
み

直
なお

しを重
かさ

ねてまいりました。平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

（２０

１８年度
ね ん ど

）には「八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・第
だい

５期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の策定
さくてい

に併
あわ

せて、児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

に伴
ともな

い、新
あら

たに「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、この３つの計画
けいかく

に基
もと

づいて障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

など各種
かくしゅ

の施策
し さ く

を推進
すいしん

してきました。 

 

この間
かん

、国
くに

においても障害者
しょうがいしゃ

に関連
かんれん

する法律
ほうりつ

や制度
せ い ど

は、大
おお

きく進展
しんてん

しました。 

国
くに

の第
だい

４期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（平成
へいせい

２７～２９年度
ね ん ど

〔２０１５～２０１７年度
ね ん ど

〕）の基本
き ほ ん

指針
し し ん

において、「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

について、平成
へいせい

２９年度
ね ん ど

（２０１７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

に少
すく

なくとも一
ひと

つを整備
せ い び

することを基本
き ほ ん

とする」と示
しめ

されたこ

とを受
う

け、本市
ほ ん し

は地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活
い

かして、障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するための

ネットワークをづくりを 行
おこな

い、全国的
ぜんこくてき

に見
み

ても、いち早
はや

く地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の面的
めんてき

整備
せ い び

を行
おこな

いました。平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

（２０１６年度
ね ん ど

）からは、そのネットワークを活用
かつよう

して、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らせるための支援
し え ん

を本格的
ほんかくてき

に実施
じ っ し

しています。 

また、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）４月
がつ

に「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に

関
かん

する法律
ほうりつ

（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

）」が施行
し こ う

され、平成
へいせい

３０年
ねん

（２０１８年
ねん

）１０月
がつ

に

は東京都
とうきょうと

が「東京都
とうきょうと

障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

促進
そくしん

及
およ

び差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する条例
じょうれい

（差別
さ べ つ

解消
かいしょう

条例
じょうれい

）」を施行
し こ う

するなど、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

が全国的
ぜんこくてき

な取組
とりくみ

となってきました。

しかしながら、依然
い ぜ ん

として障害者
しょうがいしゃ

への虐待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

が存在
そんざい

しており、障害
しょうがい

理解
り か い

の推進
すいしん

が求
もと

められています。本市
ほ ん し

は既
すで

に平成
へいせい

２４年
ねん

（２０１２年
ねん

）４月
がつ

に「障害
しょうがい

のある人
ひと

も

１ 
１ 
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ない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らせる八
はち

王
おう

子
じ

づくり条例
じょうれい

（差別
さ べ つ

禁止
き ん し

条例
じょうれい

）」を施行
し こ う

していま

すが、さらなる取組
とりくみ

の推進
すいしん

のため、条例
じょうれい

改正
かいせい

を行
おこな

い、市
し

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

における合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の義務化
ぎ む か

や市内
し な い

の児童
じ ど う

への障害
しょうがい

理解
り か い

教育
きょういく

等
とう

に取
と

り組
く

んできました。 

 

加
くわ

えて、本市
ほ ん し

が平成
へいせい

２７年
ねん

（２０１５年
ねん

）４月
がつ

に中核
ちゅうかく

市
し

に移行
い こ う

してからは、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の審査
し ん さ

事務
じ む

や、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを行
おこな

う事業所
じぎょうしょ

の指定
し て い

及
およ

び指導
し ど う

・監査
か ん さ

を

行
おこな

うなど、多
おお

くの事務
じ む

権限
けんげん

を自
みずか

らの裁量
さいりょう

と判断
はんだん

で活用
かつよう

し、市民
し み ん

サービスの向上
こうじょう

に

努
つと

めています。 

このように、本市
ほ ん し

では様々
さまざま

な施策
し さ く

を推進
すいしん

してきましたが、本市
ほ ん し

における障害者数
しょうがいしゃすう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、高齢化
こうれいか

や重度化
じゅうどか

も進
すす

んでいることから、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して

暮
く

らす事
こと

ができるようにするためには、必要
ひつよう

なサービス 量
りょう

の確保
か く ほ

と適切
てきせつ

な支援
し え ん

のさ

らなる実施
じ っ し

が求
もと

められています。 

そのため、今後
こ ん ご

もこうした各種
かくしゅ

の取組
とりくみ

を進
すす

めつつ、より時代
じ だ い

とニーズに即
そく

した

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を推進
すいしん

していかなければなりません。 

こうした中
なか

、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

（２０２０年度
ね ん ど

）からは医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）の家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

のため、八王子市
は ち お う じ し

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）等
とう

在宅
ざいたく

レス

パイト事業
じぎょう

を開始
か い し

するなど、ニーズに即
そく

した取組
とりくみ

を進
すす

めています。 

 

本市
ほ ん し

では、これらの動向
どうこう

を踏
ふ

まえ、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

（２０２１年度
ね ん ど

）にスタートする新
あら

たな計画
けいかく

を策定
さくてい

すべく、令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）５月
がつ

に障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

代表
だいひょう

、

市民
し み ん

公募
こ う ぼ

委員
い い ん

などで構成
こうせい

する「計画
けいかく

策定
さくてい

部会
ぶ か い

」を発足
ほっそく

し、障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を見直
み な お

し、新
あら

たな計画
けいかく

を策定
さくてい

しました。 

これらの計画
けいかく

は、本市
ほ ん し

の基本
き ほ ん

構想
こうそう

・基本
き ほ ん

計画
けいかく

である「八王子
はちおうじ

ビジョン２０２２」に

おける６つの都市像
と し ぞ う

の一
ひと

つ、「健康
けんこう

で笑顔
え が お

あふれる、ふれあい、支
ささ

えあいのまち」を

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に、障害者
しょうがいしゃ

とその家族
か ぞ く

を支援
し え ん

する体制
たいせい

が充実
じゅうじつ

し、地域
ち い き

住民
じゅうみん

とともに支
ささ

えあ

１ 
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いながら住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で活
い

き活
い

きと暮
く

らすため、「自立
じ り つ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

」「社会
しゃかい

参加
さ ん か

の

促進
そくしん

」を図
はか

るしくみづくりとして策定
さくてい

するものです。 

 

なお、本計画
ほんけいかく

期間
き か ん

においては、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の対策
たいさく

を併
あわ

せて行
おこな

って

いきます。 

 

（注
ちゅう

）八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

において、「障害者
しょうがいしゃ

」

とは１８歳
さい

未満
み ま ん

の障害児
しょうがいじ

を含
ふく

む、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

、

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

を指
さ

します。 
  

１ 
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地域
ちいき

の福祉
ふくし

課題
かだい

に 

地域
ちいき

で取
と

り組
く

むしくみづくり 

   計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 

 

（１）法的
ほうてき

な位置
い ち

づけ 

 障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

１１ 条
じょう

第
だい

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

｣に

位置
い ち

づけられ、八王子市
は ち お う じ し

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となるものです。また障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

８８ 条
じょう

第
だい

１項
こう

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

」に、障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

第
だい

３３条
じょう

の２０第
だい

１項
こう

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

」に位置
い ち

づけられ、それぞれ障害者
しょうがいしゃ

と障害児
しょうがいじ

の生活
せいかつ

支援
し え ん

に関
かん

する施策
し さ く

について具体的
ぐたいてき

な目標値
もくひょうち

を定
さだ

めた実施
じ っ し

計画
けいかく

として策定
さくてい

します。 

 

（２）市
し

の関連
かんれん

計画
けいかく

との関係
かんけい

 

 本計画
ほんけいかく

は、「八王子市
は ち お う じ し

基本
き ほ ん

構想
こうそう

・基本
き ほ ん

計画
けいかく

（八王子
はちおうじ

ビジョン２０２２）」を上位
じょうい

計画
けいかく

とする「八王子市
は ち お う じ し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の分野
ぶ ん や

別
べつ

計画
けいかく

として、他
ほか

の関連
かんれん

計画
けいかく

との関係
かんけい

にも留意
りゅうい

して策定
さくてい

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生
活

せ
い
か
つ

に
お
困 こ

ま

り
の
方 か

た 

 

 

２ 
１ 

八王子市
はちおうじし

基本
きほん

構想
こうそう

・基本
きほん

計画
けいかく

 

○都市
と し

計画
けいかく

マスタープラン ○交通
こうつう

バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

 ○地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

 

○教育振興基本計画
きょういくしんこうきほんけいかく

 ○消費生活基本計画
しょうひせいかつきほんけいかく

 ○文化芸術
ぶんかげいじゅつ

ビジョン 〇学園
がくえん

都市
と し

ビジョン

○生 涯 学 習
しょうがいがくしゅう

プラン ○男女
だんじょ

が共
とも

に生
い

きるまち八王子
はちおうじ

プラン 

〇特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

推進
すいしん

計画
けいかく

  〇読書
どくしょ

のまち八王子
はちおうじ

推進
すいしん

計画
けいかく

 〇スポーツ推進
すいしん

計画
けいかく

 

保ほ

健け
ん

医
療

い
り
ょ
う

計
画

け
い
か
く 

連携
れんけい

 

（
社

協

し
ゃ
き
ょ
う

）
地
域

ち
い
き

福
祉

ふ
く
し

推
進

す
い
し
ん

計
画

け
い
か
く 

高齢者
こうれいしゃ

計画
けいかく

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

障

害

者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

と
家
庭

か
て
い 

 

子こ

ど
も
、
若
者

わ
か
も
の

、
妊
婦

に

ん

ぷ 

及お
よ

び
そ
の
家
庭

か

て

い 

地
域

ち

い

き

福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く 

連
携

れ
ん
け
い 

連携
れんけい

 

 高
齢
者

こ
う
れ
い
し
ゃ

と 

介
護

か
い
ご

関
係
者

か
ん
け
い
し
ゃ

な
ど 

子
こ

ども・若者
わかもの

育成
いくせい

支援
し え ん

計画
けいかく
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   計画
けいかく

の期間
き か ん

 

 

 本計画
ほんけいかく

は、令和
れ い わ

３～５年度
ね ん ど

（２０２１～２０２３年度
ね ん ど

）の３年間
ねんかん

を期間
き か ん

とします。 

平 成
へいせい

３０年度
ねんど

 平 成
へいせい

３１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

 令和
れいわ

６年度
ねんど

 令和
れいわ

７年度
ねんど

 令和
れいわ

８年度
ねんど

 

２０１８年度
ねんど

 ２０１９年度
ねんど

 ２０２０年度
ねんど

 ２０２１年度
ねんど

 ２０２２年度
ねんど

 ２０２３年度
ねんど

 ２０２４年度
ねんど

 ２０２５年度
ねんど

 ２０２６年度
ねんど

 

         

 

   計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 

 

 本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたって、八王子市
は ち お う じ し

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

の障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に

「計画
けいかく

策定
さくてい

部会
ぶ か い

」を設置
せ っ ち

し、計画
けいかく

の内容
ないよう

や今後
こ ん ご

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

についての協議
きょうぎ

を行
おこな

い

ました。策定
さくてい

部会
ぶ か い

には、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

や学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

・地域
ち い き

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

に

加
くわ

えて、公募
こ う ぼ

市民
し み ん

や学校
がっこう

関係者
かんけいしゃ

、地域
ち い き

や商工
しょうこう

関係
かんけい

の代表
だいひょう

など、幅
はば

広
ひろ

い市民
し み ん

・関係者
かんけいしゃ

が参加
さ ん か

して、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で障害者
しょうがいしゃ

を支
ささ

える体制
たいせい

づくりを目指
め ざ

しました。 

 また、計画
けいかく

策定
さくてい

にあたって、障害
しょうがい

のある方
かた

の生活
せいかつ

実態
じったい

やニーズなどを把握
は あ く

するた

めに、｢八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

調査
ちょうさ

｣を実施
じ っ し

しました。調査
ちょうさ

結果
け っ か

は、策定
さくてい

部会
ぶ か い

での議論
ぎ ろ ん

に活
い

か

されるとともに、必要
ひつよう

に応
おう

じて計画
けいかく

の内容
ないよう

に反映
はんえい

されています。  

３ 

第
だい

３次
じ

子
こ

ども育成
いくせい

計画
けいかく

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・ 

第
だい

５期
き

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

 

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

 

高齢者
こうれいしゃ

計画
けいかく

・ 

第
だい

７期
き

介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

 

高齢者
こうれいしゃ

計画
けいかく

・ 

第
だい

８期
き

介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

 

八王子市
は ち お う じ し

基本
き ほ ん

構想
こうそう

・基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

第
だい

３期
き

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

子
こ

ども・若者
わかもの

育成
いくせい

支援
し え ん

計画
けいかく

 

４ 

 

１ 
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   計画
けいかく

の推進
すいしん

 

 

（１）中核
ちゅうかく

市
し

としての計画
けいかく

の推進
すいしん

 

八王子市
は ち お う じ し

では、基本
き ほ ん

構想
こうそう

・基本
き ほ ん

計画
けいかく

（八王子
はちおうじ

ビジョン２０２２）及
およ

び八王子市
は ち お う じ し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に基
もと

づき、他
ほか

の関連
かんれん

計画
けいかく

との整合性
せいごうせい

にも留意
りゅうい

しながら、障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

及
およ

び

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

を推進
すいしん

してきました。 

特
とく

に、平成
へいせい

２７年
ねん

（２０１５年
ねん

）４月
がつ

の中核
ちゅうかく

市
し

移行後
い こ う ご

は、移譲
いじょう

された権限
けんげん

を活用
かつよう

し

て、様々
さまざま

な施策
し さ く

に取
と

り組
く

んでいます。 

 

①身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の認定
にんてい

事務
じ む

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の認定
にんてい

事務
じ む

については、中核
ちゅうかく

市
し

移行前
いこうまえ

は東京都
とうきょうと

が審査
し ん さ

し、交付
こ う ふ

し

ていましたが、八王子市
は ち お う じ し

が一括
いっかつ

して 行
おこな

えるようになったため、申請
しんせい

から交付
こ う ふ

までの

期間
き か ん

を１か月半
げつはん

程度
て い ど

から２週間
しゅうかん

程度
て い ど

まで短縮
たんしゅく

することが可能
か の う

となり、これにより

様々
さまざま

なサービスが早
はや

く受
う

けられるようになるなど、市民
し み ん

サービスの向上
こうじょう

につながっ

ています。 

②障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等事
と う じ

業者
ぎょうしゃ

の指定
し て い

及
およ

び指導
し ど う

・監査
か ん さ

事務
じ む

 

中核
ちゅうかく

市
し

移行前
いこうまえ

は東京都
とうきょうと

が実施
じ っ し

していた障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等事
と う じ

業者
ぎょうしゃ

の指定
し て い

及
およ

び

指導
し ど う

・監査
か ん さ

についても、八王子市
は ち お う じ し

が一括
いっかつ

して行
おこな

えるようになったため、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

や雇用
こ よ う

促進
そくしん

等
とう

の基準
きじゅん

を市
し

独自
ど く じ

で設定
せってい

し、また、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の指定
し て い

から指導
し ど う

・監査
か ん さ

など

において、一貫
いっかん

してきめの細
こま

かい対応
たいおう

が可能
か の う

となったことで、よりサービスの質
しつ

の

確保
か く ほ

に取
と

り組
く

むことができるようになりました。 

③障害児通所支援事業者
しょうがいじつうしょしえんじぎょうしゃ

の指定
し て い

及
およ

び指導
し ど う

・監査
か ん さ

事務
じ む

 

さらに、平成
へいせい

３１年
ねん

（２０１９年
ねん

）４月
がつ

に、新
あら

たに中核
ちゅうかく

市
し

に児童通所
じどうつうしょ

施設事
し せ つ じ

業者
ぎょうしゃ

の指定
し て い

及
およ

び指導
し ど う

・監査
か ん さ

の権限
けんげん

が移譲
いじょう

されました。これにより、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等事
と う じ

業者
ぎょうしゃ

と同様
どうよう

に、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスなどについても、一貫
いっかん

してきめ細
こま

かい対応
たいおう

が

できるようになりました。 

  

５
１ 
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 本市
ほ ん し

は、これらの状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、中核
ちゅうかく

市
し

としての権限
けんげん

を活
い

かし、また、中核
ちゅうかく

市
し

としての役割
やくわり

を十分
じゅうぶん

認識
にんしき

したうえで、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で主体的
しゅたいてき

な生活
せいかつ

を送
おく

れるよう、

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）や医療的
いりょうてき

ケア児
じ

へのより積極的
せっきょくてき

な支援
し え ん

や、障害者
しょうがいしゃ

の日常
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

を支
ささ

える福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

等
とう

を主要
しゅよう

な取組
とりくみ

として位置
い ち

づけ

た今回
こんかい

の障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を推進
すいしん

していきます。 

 

（２）計画
けいかく

の推進
すいしん

における進行
しんこう

管理
か ん り

 

本計画
ほんけいかく

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

・地域
ち い き

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

などで

構成
こうせい

される｢八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（注
ちゅう

）｣の場
ば

で進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を報告
ほうこく

し、

参加者
さんかしゃ

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえて進行
しんこう

管理
か ん り

を行
おこな

います。また、社
しゃ

会
かい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

などに伴
ともな

い、

必要
ひつよう

に応
おう

じて柔軟
じゅうなん

に見直
み な お

しを図
はか

っていきます。 

 

（注
ちゅう

） 障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

第
だい

８９条
じょう

の３の規定
き て い

に基
もと

づき、だれもが、障害
しょうがい

の有無
う む

、年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

を問
と

わず、地域
ち い き

社会
しゃかい

でともに支
ささ

えあい、安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくりを目指
め ざ

し、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、

教育
きょういく

、労働
ろうどう

などの分野
ぶ ん や

で様々
さまざま

な人
ひと

や機関
き か ん

と連携
れんけい

し、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

な

どを図
はか

り、本人
ほんにん

の意向
い こ う

に基
もと

づいた必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

け、生涯
しょうがい

全
すべ

ての場面
ば め ん

におい

て、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができる社会
しゃかい

を構築
こうちく

するための協議
きょうぎ

の場
ば

として、八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

を設置
せ っ ち

する。 

（八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

第
だい

１条
じょう

より抜粋
ばっすい

） 

 

 

 

 

 

 

  

１ 
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八王子市
は ち お う じ し

におけるＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の取組
とりくみ

 

 ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

（持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目 標
もくひょう

〔Sustainable Development Goals:ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

〕）は、

経済
けいざい

・社会
しゃかい

・環 境
かんきょう

の３つのバランスが取
と

れた社会
しゃかい

を目指
め ざ

すための国際
こくさい

目標
もくひょう

であり、平成
へいせい

２

７年
ねん

（２０１５年
ねん

）９月
がつ

に国連
こくれん

総会
そうかい

で採択
さいたく

された「持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

のための２０３０アジェ

ンダ」に掲
かか

げられているものです。 

このＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

は、発展
はってん

途上
とじょう

国
こく

だけでなく、先進国
せんしんこく

も含
ふく

めたすべての国々
くにぐに

、人々
ひとびと

を対象
たいしょう

と

しており、令和
れ い わ

１２年
ねん

（２０３０年
ねん

）までに持続
じ ぞ く

可能
か の う

な世界
せ か い

を実現
じつげん

するための１７のゴール

と１６９のターゲットで構成
こうせい

されています。「誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さない」社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し、

達成
たっせい

に向
む

けてすべての人々
ひとびと

がＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

を理解
り か い

し、それぞれの立場
た ち ば

で主体的
しゅたいてき

に行動
こうどう

することが

求
もと

められています。 

国
くに

では、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）に内閣
ないかく

に「持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

（ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

）推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

」を設置
せ っ ち

するとともに、同年
どうねん

に策定
さくてい

した「持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

（ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

）実施
じ っ し

指針
し し ん

」には、地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

の各種
かくしゅ

計画
けいかく

等
とう

にＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の要素
よ う そ

を最大限
さいだいげん

反映
はんえい

することを奨励
しょうれい

して

います。 

本市
ほ ん し

においては、基本
き ほ ん

構想
こうそう

・基本
き ほ ん

計画
けいかく

「八王子
はちおうじ

ビジョン２０２２」における基本
き ほ ん

理念
り ね ん

「人
ひと

とひと、人
ひと

と自然
し ぜ ん

が響
ひび

き合
あ

い、みんなで幸
しあわ

せを紡
つむ

ぐまち八王子
はちおうじ

」が、ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

に掲
かか

げる

持続
じ ぞ く

可能
か の う

な社会
しゃかい

の実現
げんじつ

と方向性
ほうこうせい

が同一
どういつ

であるため、基本
き ほ ん

計画
けいかく

に定
さだ

めた４９の施策
し さ く

を着実
ちゃくじつ

に

実行
じっこう

することで、１７のゴールの達成
たっせい

へ貢献
こうけん

していきます。 

本計画
ほんけいかく

において、ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の１７のゴールのうち特
とく

に関連
かんれん

が深
ふか

いものは、「３」「４」

「５」「８」「１０」「１１」「１６」です。 

 

 

 

  

１ 
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第
だい

 ２ 章
しょう

 
 

障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く現状
げんじょう

 
 

 

  

  

２ 
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   障害者数
しょうがいしゃすう

の推移
す い い

 

 

（１）人口
じんこう

の推移
す い い

（各年
かくねん

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

）  

本市
ほ ん し

の総人口
そうじんこう

は、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）４月
がつ

の５６２，０１９人
にん

から、令和
れ い わ

２

年
ねん

（２０２０年
ねん

）４月
がつ

の５６１，６２２人
にん

と５年間
ねんかん

で３９７人
にん

の減少
げんしょう

となっていま

す。一方
いっぽう

で６５歳
さい

以上
いじょう

の高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

は増加
ぞ う か

しており、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）４月
がつ

に比
くら

べ、令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）４月
がつ

では約
やく

７％増
ぞう

となっています。 

※単位
た ん い

：人
にん

 

項目
こうもく

 
平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

31年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

2年度
ね ん ど

 

18歳
さい

未満
み ま ん

 85,250 84,123 82,659 81,270 79,919 

18～64歳
さい

 334,949 333,566 331,609 324,640 329,858 

65歳
さい

以上
いじょう

 141,820 145,084 147,768 149,754 151,845 

合計
ごうけい

 562,019 562,773 562,036 561,407 561,622 

      

 

85,250 84,123 82,659 81,270 79,919

334,949 333,566 331,609 324,640 329,858

141,820 145,084 147,768 149,754 151,845

562,019 562,773 562,036 561,407 561,622

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

18歳未満 18～64歳 65歳以上

１ 

（人） 

２ 
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（２）障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

 

①身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

（各年
かくねん

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） 

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

数
すう

は、ほぼ横
よこ

ばいです。平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）４月
がつ

では

１５，４７４人
にん

でしたが、令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）４月
がつ

では１５，６６５人
にん

となって

います。これは、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）４月
がつ

に比
くら

べ、１．２％増
ぞう

となっています。 

 また、障害
しょうがい

部位
ぶ い

別
べつ

では、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

、内部
な い ぶ

障害
しょうがい

が多
おお

くなっています。    
 

  

◆等
とう

級別
きゅうべつ

障害
しょうがい

部位
ぶ い

別
べつ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

（令和
れ い わ

２年
ねん

〔２０２０年
ねん

〕４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

）  
 

※単位
た ん い

：人
にん

  

 
肢体
し た い

 

不自由
ふ じ ゆ う

 

視覚
し か く

 

障害
しょうがい

 

聴覚
ちょうかく

･平衡
へいこう

 

機能
き の う

障害
しょうがい

 

音声
おんせい

・言語
げ ん ご

・ 

そしゃく障害
しょうがい

 

内部
な い ぶ

 

障害
しょうがい

 
合計
ごうけい

 

1級
きゅう

 1,609 377 97 4 3,516 5,603 

2級
きゅう

 1,551 347 396 17 66 2,377 

3級
きゅう

 1,298 63 154 100 527 2,142 

4級
きゅう

 1,863 79 454 54 1,282 3,732 

5級
きゅう

 656 176 3 － － 835 

6級
きゅう

 341 78 557 － － 976 

合計
ごうけい

 7,318 1,120 1,661 175 5,391 15,665 

5,445 5,500 5,534 5,629 5,603 

2,427 2,374 2,350 2,372 2,377 

2,248 2,225 2,178 2,137 2,142 

3,600 3,576 3,620 3,654 3,732 

831 835 843 822 835 
923 943 958 970 976 

15,474 15,453 15,483 15,584 15,665 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

1級 2級 3級 4級 5級 6級

（人） 

２ 
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②愛
あい

の手帳
てちょう

（東京都
とうきょうと

療育
りょういく

手帳
てちょう

）所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

（各年
かくねん

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） 

 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の愛
あい

の手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）

４月
がつ

では４，１０１人
にん

でしたが、令和
れいわ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）４月
がつ

では４，６２３人
にん

となって

います。これは、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）４月
がつ

に比
くら

べ、１２．７％増
ぞう

となっています。 
 

 
 
 

③精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

（各年
かくねん

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） 

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）

４月
がつ

では４，２７１人
にん

でしたが、令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）４月
がつ

では６，０６１人
にん

とな

っています。これは、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）４月
がつ

に比
くら

べ、４１．９％増
ぞう

となって

います。 

  

149 165 169 177 182 

989 1,002 1,009 1,045 1,054 

999 1,009 1,003 1,015 1,012 

1,964 2,054 2,142 2,252 2,375 

4,101 4,230 4,323 
4,489 4,623 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

1度 2度 3度 4度

（人）

409 404 405 465 482 

2,353 2,627 2,862 3,181 3,446 

1,509 
1,682 

1,820 
1,987 

2,133 4,271 
4,713 

5,087 
5,633 

6,061 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

1級 2級 3級

（人）

２ 
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（３）特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

受給 者証
じゅきゅうしゃしょう

等
とう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

 

①特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

（各年
かくねん

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） 

 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

であることを示
しめ

す特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

所持者数
しょじしゃすう

は、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

して

おり、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）４月
がつ

では５，１４０人
にん

でしたが、令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２

０年
ねん

）４月
がつ

では５，３６２人となっています。これは、平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）４

月
がつ

に比
くら

べ、４．３％増
ぞう

となっています。 

 

 

②小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療受給者証
いりょうじゅきゅうしゃしょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

（各年
かくねん

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） 

 小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

の患者
かんじゃ

であることを示
しめ

す小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療受給者証
いりょうじゅきゅうしゃしょう

所持者数
しょじしゃすう

は、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、平成
へいせい

２９年
ねん

（２０１７年
ねん

）４月
がつ

では４０５人
にん

でした

が、令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）４月
がつ

では４３５人
にん

となっています。これは、平成
へいせい

２９年
ねん

（２０１７年
ねん

）に比
くら

べ、７．４％増
ぞう

となっています。 

 

4,426 
4,639 

4,941 
5,140 

5,304 
5,082 5,135 

5,362 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成25年度 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 平成31年度 令和2年度

（人）

405 408 419 435

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

（人） 

２ 
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障害者
しょうがいしゃ

の教育
きょういく

環境
かんきょう

・就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

 

（１）教育
きょういく

環境
かんきょう

 

①市内
し な い

小中学校
しょうちゅうがっこう

への就学
しゅうがく

状 況
じょうきょう

 

 新
あら

たに小学校
しょうがっこう

へ就学
しゅうがく

する対象
たいしょう

の市内
し な い

の児童数
じどうすう

は、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

（２０２０年度
ね ん ど

）で

４，２１９人
にん

となり、年々
ねんねん

減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。新
あら

たに中学校
ちゅうがっこう

へ就学
しゅうがく

する対象
たいしょう

の

市内
し な い

の生徒数
せいとすう

は、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

（２０２０年度
ね ん ど

）で４，９２７人
にん

となっています。 
 

◆小学校
しょうがっこう

への児童
じ ど う

の就学
しゅうがく

状 況
じょうきょう

（各年
かくねん

４月
がつ

７日
にち

現在
げんざい

）  ※単位
た ん い

：人
にん

 

 
平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

31年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

2年度
ね ん ど

 

市内
し な い

の児童数
じどうすう

 4,744 4,613 4,404 4,424 4,219 

市立
し り つ

小学校
しょうがっこう

 

（通常
つうじょう

学級
がっきゅう

） 
4,590 4,438 4,251 4,266 4,072 

市立
し り つ

小学校
しょうがっこう

 

（特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

学
がっ

級
きゅう

） 
44 53 54 57 51 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

 50 58 36 39 24 

国立
こくりつ

・私立
し り つ

小学校
しょうがっこう

 56 58 60 59 71 

その他
た

 4 6 3 3 1 
 

◆中学校
ちゅうがっこう

への生徒
せ い と

の就学
しゅうがく

状 況
じょうきょう

（各年
かくねん

４月
がつ

７日
にち

現在
げんざい

）  ※単位
た ん い

：人
にん

 

 
平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

31年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

2年度
ね ん ど

 

市内
し な い

の生徒数
せいとすう

 4,896 4,829 4,790 4,967 4,927 

市立
し り つ

中学校
ちゅうがっこう

 

（通常
つうじょう

学級
がっきゅう

） 
4,297 4,230 4,125 4,323 4,293 

市立
し り つ

中学校
ちゅうがっこう

 

（特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

学
がっ

級
きゅう

） 
63 70 87 90 52 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

 41 42 48 48 52 

国立
こくりつ

・私立
し り つ

中学校
ちゅうがっこう

 491 481 525 501 489 

その他
た

 4 6 5 5 6 

２ 

※その他
た

は、他市
た し

への区域外
くいきがい

就学者
しゅうがくしゃ

等
とう

 

 

２ 
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②市内
し な い

小中学校
しょうちゅうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

の状 況
じょうきょう

 

 令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）５月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

の市内
し な い

小学校
しょうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の児童数
じどうすう

は４

８１人
にん

で市内
し な い

全体
ぜんたい

の児童数
じどうすう

の１．８％、学
がっ

級数
きゅうすう

は７１学級
がっきゅう

で、市内
し な い

全体
ぜんたい

の学
がっ

級数
きゅうすう

の

７．２％となっています。通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

の児童数
じどうすう

は１８３人
にん

で市内
し な い

全体
ぜんたい

の児童数
じどうすう

の

０．７％、学
がっ

級数
きゅうすう

は１１学級
がっきゅう

で、市内
し な い

全体
ぜんたい

の学
がっ

級数
きゅうすう

の１．１％となっています。特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

の児童数
じどうすう

は１，２０１人
にん

で、市内
し な い

全体
ぜんたい

の児童数
じどうすう

の４．５％となっています。 

 令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）５月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

の市内
し な い

中学校
ちゅうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の生徒数
せいとすう

は２

８０人
にん

で、市内
し な い

全体
ぜんたい

の生徒数
せいとすう

の２．１％、学
がっ

級数
きゅうすう

は４２学級
がっきゅう

で、市内
し な い

全体
ぜんたい

の学
がっ

級数
きゅうすう

の９．９％、となっています。通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

の生徒数
せいとすう

は１７人
にん

で、市内
し な い

全体
ぜんたい

の生徒数
せいとすう

の０．１％、学
がっ

級数
きゅうすう

は１学級
がっきゅう

で、市内
し な い

全体
ぜんたい

の学
がっ

級数
きゅうすう

の０．２％となっています。特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

の生徒数
せいとすう

は３００人
にん

で、市内
し な い

全体
ぜんたい

の生徒数
せいとすう

の２．３％となっています。 

 

◆市内
し な い

小学校
しょうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

の各学年
かくがくねん

別
べつ

児童数
じどうすう

及
およ

び学級数
がっきゅうすう

 

（令和
れ い わ

２年
ねん

〔２０２０年
ねん

〕５月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） ※単位
た ん い

：人
にん

 

項目
こうもく

 1年
ねん

 2年
ねん

 3年
ねん

 4年
ねん

 5年
ねん

 6年
ねん

 合計
ごうけい

 学
がっ

級数
きゅうすう

 

市内
し な い

全体
ぜんたい

 4,138 4,364 4,360 4,543 4,701 4,714 26,820 991 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

 

固定
こ て い

学級
がっきゅう

 51 81 86 79 94 90 481（1.8％） 71（7.2％） 

通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

 34 39 48 28 19 15 183（0.7％） 11（1.1％） 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

 140 200 243 220 211 187 1,201（4.5％） － 

 

◆市内
し な い

中学校
ちゅうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

の各学年
かくがくねん

別
べつ

生徒数
せいとすう

及
およ

び学級数
がっきゅうすう

 

（令和
れ い わ

２年
ねん

〔２０２０年
ねん

〕５月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） ※単位
た ん い

：人
にん

 

項目
こうもく

 1年
ねん

 2年
ねん

 3年
ねん

 合計
ごうけい

 学
がっ

級数
きゅうすう

 

市内
し な い

全体
ぜんたい

 4,378 4,426 4,263 13,067 426 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

 

固定
こ て い

学級
がっきゅう

 87 98 95 280（2.1％） 42（9.9％） 

通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

 4 9 4 17（0.1％） 1（0.2％） 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

 131 86 83 300（2.3％） － 

 

２ 
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③市内
し な い

及
およ

び近隣
きんりん

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

高等部
こうとうぶ

の状 況
じょうきょう

 

 令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

の市内
し な い

及
およ

び近
きん

隣
りん

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

高等部
こうとうぶ

の

各学年
かくがくねん

別
べつ

八王子市
は ち お う じ し

在住
ざいじゅう

の生徒数
せいとすう

は、合計
ごうけい

で３１０人
にん

です。 

 

◆市内
し な い

及
およ

び近隣
きんりん

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

高等部
こうとうぶ

の各学年
かくがくねん

別
べつ

八王子市
は ち お う じ し

在住
ざいじゅう

生徒数
せいとすう

 

（令和
れ い わ

２年
ねん

〔２０２０年
ねん

〕４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） ※単位
た ん い

：人
にん

 

学
がっ

校名
こうめい

 
高等部
こうとうぶ

 

1年生
ねんせい

 

高等部
こうとうぶ

 

2年生
ねんせい

 

高等部
こうとうぶ

 

3年生
ねんせい

 
合計
ごうけい

 

八王子
はちおうじ

西
にし

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

 50 51 52 153 

八王子
はちおうじ

東
ひがし

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

 6 1 5 12 

南大沢
みなみおおさわ

学園
がくえん

 30 34 34 98 

多摩
た ま

桜
さくら

の丘
おか

学園
がくえん

 10 11 18 39 

八王子
はちおうじ

盲
もう

学校
がっこう

 3 2 2 7 

立川
たちかわ

ろう学校
がっこう

 0 1 0 1 

合計
ごうけい

 99 100 111 310 

卒業後
そつぎょうご

の進路
し ん ろ

は進学
しんがく

、企業
きぎょう

就労
しゅうろう

、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

、生活
せいかつ

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

など様々
さまざま

な状 況
じょうきょう

となっています。 

  

２ 
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（２）就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

 

①障害者
しょうがいしゃ

の就 職
しゅうしょく

状 況
じょうきょう

 

令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）６月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

、都内
と な い

における雇用
こ よ う

障害者数
しょうがいしゃすう

を障害
しょうがい

種別
しゅべつ

で

みると、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

が平成
へいせい

２８年
ねん

（２０１６年
ねん

）と比較
ひ か く

して８％増
ぞう

の１３６，３７０

人
にん

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

は３１％増
ぞう

の４１，６２９人
にん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

は１０４％増
ぞう

の３３，４

９４人
にん

となっています。 

 

◆東京都
とうきょうと

における雇用
こ よ う

障害者数
しょうがいしゃすう

（各年
かくねん

６月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

）   ※単位
た ん い

：人
にん

 

  身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 

平成
へいせい

28年
ねん

 

（2016年
ねん

） 
125,448 31,712 16,410 

平成
へいせい

29年
ねん

 

（2017年
ねん

） 
127,569 33,997 19,400 

平成
へいせい

30年
ねん

 

（2018年
ねん

） 
131,701 37,023 25,071 

令和
れ い わ

元
がん

年
ねん

 

（2019年
ねん

） 
135,140 39,599 29,726 

令和
れ い わ

2年
ねん

 

（2020年
ねん

） 
136,370 41,629 33,494 

（平成
へいせい

２８年
ねん

〔２０１６年
ねん

〕～令和
れ い わ

２年
ねん

〔２０２０年
ねん

〕の「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

状 況
じょうきょう

の集計
しゅうけい

結果
け っ か

」より） 

 

 

  

２ 
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ハローワーク八王子
はちおうじ

管内
かんない

（八王子市
は ち お う じ し

、日野市
ひ の し

）における平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０１９

年度
ね ん ど

）の障害者
しょうがいしゃ

就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

は５５１件
けん

であり、平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

（２０１６年度
ね ん ど

）の３

８９件
けん

と比較
ひ か く

して４１．６％増
ぞう

となっています。特
とく

に、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の 就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

が

平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

（２０１６年度
ね ん ど

）と比
くら

べて増加
ぞ う か

傾向
けいこう

が強
つよ

いです。 

◆ハローワーク八王子
はちおうじ

管内
かんない

における障害者
しょうがいしゃ

就 職
しゅうしょく

状 況
じょうきょう

      ※単位
た ん い

：件
けん

 

 新規
し ん き

求 職
きゅうしょく

 

申
もう

し込
こ

み件数
けんすう

 

紹介
しょうかい

件数
けんすう

 就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

 

平成
へいせい

28年度
ね ん ど

（2016年度
ね ん ど

） 1,026 2,498 389 

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 278 710 84 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 248 265 147 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 471 1,483 152 

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

 29 40 6 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

（2017年度
ね ん ど

） 1,142 2,739 409 

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 309 685 75 

 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 291 319 149 

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 521 1,685 179 

 その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

 21 50 6 

平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 1,167 2,591 455 

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 324 685 96 

 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 256 330 173 

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 566 1,534 181 

 その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

 21 42 5 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

（2019年度
ね ん ど

） 1,270 2,620 551 

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 332 665 115 

 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 271 355 169 

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 621 1,537 262 

 その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

 46 63 5 

（ハローワーク八王子
はちおうじ

の資料
しりょう

より） 

 

２ 
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②都内
と な い

の特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

の状 況
じょうきょう

 

昭和
しょうわ

５１年
ねん

（１９７６年
ねん

）の職 業
しょくぎょう

安定
あんてい

局 長
きょくちょう

通達
つうたつ

で定
さだ

められた「特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

制度
せ い ど

」は、昭和
しょうわ

６２年
ねん

（１９８７年
ねん

）の障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

の改正
かいせい

で法制化
ほうせいか

され、

平成
へいせい

１４年
ねん

（２００２年
ねん

）１０月
がつ

１日
にち

からはグループ適用
てきよう

が開始
か い し

されています。

特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

の多
おお

くは２３区内
く な い

にありますが、多摩
た ま

地域
ち い き

でもいくつかの特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

が

設立
せつりつ

されています。 

◆特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

の年度
ね ん ど

別
べつ

設立
せつりつ

件数
けんすう

（都内
と な い

） 

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

ホームページより 

（令和
れ い わ

元年
がんねん

〔２０１９年
ねん

〕６月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） 
 

◆多摩
た ま

地域
ち い き

に設立
せつりつ

された主
おも

な特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

一覧
いちらん

 

親会社名
おやがいしゃめい

 特例
とくれい

子会社名
こがいしゃめい

 
特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

 

の所在地
しょざいち

 

認定
にんてい

 

年月日
ねんがっぴ

 

国際
こくさい

航業
こうぎょう

（株
かぶ

） (株
かぶ

）ＴＤＳ 府中市
ふちゅうし

 S60.10.30 

(株
かぶ

）アサンテ 
(株
かぶ

）ヒューマングリーン サ

ービス 
府中市
ふちゅうし

 H11.10.1 

（株
かぶ

）ジャムコ (株
かぶ

）オレンジジャムコ 立川市
たちかわし

 H11.10.18 

横河
よこがわ

電機
で ん き

（株
かぶ

） 横河
よこがわ

ファウンドリー（株
かぶ

） 武蔵野市
む さ し の し

 H14.11.1 

マンパワーグループ（株
かぶ

） ジョブサポートパワー（株
かぶ

） 立川市
たちかわし

 H15.3.18 

（株
かぶ

）みずほフィナンシャ

ルグループ 

みずほビジネス・チャレンジ

ド（株
かぶ

） 
町田市
ま ち だ し

 H15.4.1 

11
12

9

15

12

9

7 7

10

6

9
8

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

（件）

２ 
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日本
にっぽん

電気
で ん き

（株
かぶ

） ＮＥＣフレンドリースタフ(株
かぶ

） 府中市
ふちゅうし

 H15.5.1 

りらいあコミュニケーシ

ョンズ（株
かぶ

） 
(株
かぶ

）ビジネスプラス 府中市
ふちゅうし

 H15.5.2 

キユーピー（株
かぶ

） (株
かぶ

）キユーピーあい 町田市
ま ち だ し

 H15.12.26 

（株
かぶ

）ブリヂストン ブリヂストンチャレンジド(株
かぶ

） 小平市
こだいらし

 H16.5.26 

京王
けいおう

電鉄
でんてつ

（株
かぶ

） (株
かぶ

）京王
けいおう

シンシアスタッフ 多摩市
た ま し

 H16.12.16 

(株
かぶ

）ベネッセホールディ

ングス 
(株
かぶ

）ベネッセビジネスメイト 多摩市
た ま し

 H17.5.26 

日本
にっぽん

電信
でんしん

電話
で ん わ

（株
かぶ

） ＮＴＴクラルティ（株
かぶ

） 武蔵野市
む さ し の し

 H17.6.1 

(株
かぶ

）Olympic
オリンピック

グループ (株
かぶ

）オー・エス・シー・フーズ 昭島市
あきしまし

 H19.3.19 

オリックス（株
かぶ

） オリックス業務
ぎょうむ

支援
し え ん

（株
かぶ

） 立川市
たちかわし

 H19.8.1 

日野
ひ の

自動車
じどうしゃ

（株
かぶ

） 日野
ひ の

ハーモニー（株
かぶ

） 日野市
ひ の し

 H20.5.8 

東京
とうきょう

電力
でんりょく

ホールディン

グス（株
かぶ

） 
東電
とうでん

ハミングワーク（株
かぶ

） 日野市
ひ の し

 H21.2.15 

オリンパス（株
かぶ

） オリンパスサポートメイト(株
かぶ

） 八王子市
は ち お う じ し

 H21.5.1 

アフラック生命
せいめい

保険
ほ け ん

（株
かぶ

） 
アフラック・ハートフル・サー

ビス（株
かぶ

） 
調布市
ちょうふし

 H21.11.15 

学校
がっこう

法人
ほうじん

 法政
ほうせい

大学
だいがく

 あれんじ・ふぉれすと（株
かぶ

） 町田市
ま ち だ し

 H23.1.17 

(株
かぶ

）いなげや (株
かぶ

）いなげやウイング 立川市
たちかわし

 H23.3.1 

シダックス（株
かぶ

） 
シダックスオフィスパートナ

ー（株
かぶ

） 
調布市
ちょうふし

 H23.5.27 

ＳＣＳＫ（株
かぶ

） ※東京
とうきょう

グリーンシステムズ(株
かぶ

） 多摩市
た ま し

 H23.10.1 

(株
かぶ

）サンドラック 
(株
かぶ

）サンドラック・ドリームワ

ークス 
府中市
ふちゅうし

 H24.2.8 

コミカミノルタ（株
かぶ

） コミカミノルタウイズユー(株
かぶ

） 日野市
ひ の し

 H25.11.6 

※は、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

と民間
みんかん

企業
きぎょう

とが共同
きょうどう

出資
しゅっし

して設立
せつりつ

した、第
だい

３セクター方式
ほうしき

による重度障害者
じゅうどしょうがいしゃ

雇用企業
こようきぎょう

。 
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第
だい

 ３ 章
しょう

 
 

基

き

本

ほん

目 標

もくひょう

・基

き

本

ほん

方 針

ほうしん

・施

し

策

さく

の体 系

たいけい

 
 

３ 
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基本 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 

 

 

 

 

 

 

  

全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

け、 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

し、地域
ち い き

で、安定
あんてい

し、 

充実
じゅうじつ

した自立
じ り つ

生活
せいかつ

ができるまちづくり 

 全
すべ

ての人
ひと

が、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、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を

尊重
そんちょう

しあいながら共 生
きょうせい

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

するためには、障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

と程度
て い ど

にかかわ

らず、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けて社会
しゃかい

参加
さ ん か

し、地域
ち い き

で安定
あんてい

し充実
じゅうじつ

した生活
せいかつ

を継続
けいぞく

して送
おく

れることが必要
ひつよう

です。 

 このため、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

において、必要
ひつよう

に応
おう

じて支援
し え ん

を受
う

けつつ、障害者
しょうがいしゃ

自
みずか

らが選択
せんたく

及
およ

び判断
はんだん

していくことを基本
き ほ ん

とし、主体的
しゅたいてき

な生活
せいかつ

を送
おく

ることにより、

障害者
しょうがいしゃ

の一層
いっそう

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

また、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むうえでのあらゆる障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に努
つと

め、全
すべ

ての人
ひと

が対等
たいとう

で

平等
びょうどう

な社会
しゃかい

を築
きず

いていくとともに、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の参画
さんかく

と市民
し み ん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

との協 力
きょうりょく

による地域
ち い き

福祉
ふ く し

のネットワークづくりを推進
すいしん

します。 

そこで、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支
ささ

える様々
さまざま

なサービスの提供
ていきょう

など、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で主体的
しゅたいてき

な

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるための切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

を各機関
かくきかん

との連携
れんけい

を図
はか

りつつ 行
おこな

って

いきます。また、障害者
しょうがいしゃ

が様々
さまざま

な活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

できる環境
かんきょう

を整備
せ い び

するととも

に、地域
ち い き

でともに支
ささ

えあって生活
せいかつ

するためのしくみづくりを推進
すいしん

していきます。 

１ 

２ 

３ 
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 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

もともに学
まな

び、 働
はたら

き、社会
しゃかい

参加
さ ん か

していくために、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

、スポーツ、文化
ぶ ん か

などの様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

の社会
しゃかい

活動
かつどう

と学習
がくしゅう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

しま

す。合
あ

わせて、就労
しゅうろう

に関
かん

する相談
そうだん

機能
き の う

の強化
きょうか

など、一般
いっぱん

企業
きぎょう

への就労
しゅうろう

の促進
そくしん

と定着
ていちゃく

の支援
し え ん

を拡充
かくじゅう

するとともに、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

については、市
し

役所
やくしょ

が発注
はっちゅう

する物品
ぶっぴん

やサ

ービスを優先的
ゆうせんてき

に障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

に発注
はっちゅう

することで仕事
し ご と

の確保
か く ほ

を図
はか

ります。ま

た、福祉
ふ く し

のまちづくりの推進
すいしん

や移動
い ど う

手段
しゅだん

の整備
せ い び

、安全
あんぜん

対策
たいさく

の推進
すいしん

など、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

するための条件
じょうけん

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

 教育
きょういく

・保育
ほ い く

等
とう

の分野
ぶ ん や

についても、関係
かんけい

機関
き か ん

と一体
いったい

となって支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させ

ていきます。 

ともに学
まな

び、働
はたら

き、社会
しゃかい

参加
さ ん か

するために 

― 教育
きょういく

・労働
ろうどう

・社会
しゃかい

活動
かつどう

への参加
さ ん か

を支援
し え ん

する体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 ― 

 障害者
しょうがいしゃ

が病院
びょういん

や施設
し せ つ

から地域
ち い き

に移行
い こ う

し、また、住
す

みなれた地域
ち い き

社会
しゃかい

で、自立
じ り つ

し

安心
あんしん

して暮
く

らしていくために、ホームヘルプや保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービス、相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

などの日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

なサービスを提供
ていきょう

します。そのため、地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する

ための拠点
きょてん

の機能
き の う

を拡充
かくじゅう

していきます。加
くわ

えて、障害者
しょうがいしゃ

とその家族
か ぞ く

に対
たい

するライ

フステージに即
そく

した相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

や、障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

の促進
そくしん

などを

図
はか

るとともに、特別
とくべつ

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

な障害児
しょうがいじ

に対
たい

する支援
し え ん

を推進
すいしん

します。また、グルー

プホームや障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らせるための設備
せ つ び

を整
ととの

えた住宅
じゅうたく

など、地域
ち い き

で暮
く

ら

す障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

の場
ば

及
およ

び福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などの様々
さまざま

な活動
かつどう

の場
ば

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくり 

― 地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

と自立
じ り つ

した暮
く

らしを支援
し え ん

する環境
かんきょう

の整備
せ い び

 ― 

３ 
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 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も地域
ち い き

でともに支
ささ

えあう社会
しゃかい

を築
きず

いていくために、

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

の担
にな

い手
て

の養成
ようせい

、確保
か く ほ

を図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

同士
ど う し

や地域
ち い き

との交流
こうりゅう

を進
すす

めるとともに、地域
ち い き

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

していきます。また、障害
しょうがい

理解
り か い

を深
ふか

める施策
し さ く

を推進
すいしん

し、意識
い し き

のバリアフリー化
か

を促進
そくしん

します。さらに、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

や

偏見
へんけん

をなくすため、「障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らせる八王子
はちおうじ

づく

り条例
じょうれい

」を適切
てきせつ

に運用
うんよう

し、、市民
し み ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

に障害
しょうがい

理解
り か い

を広
ひろ

めていきます。また、

障害者
しょうがいしゃ

への虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

や成年
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

を図
はか

るなど、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に取
と

り組
く

みます。 

ともに支
ささ

えあうために 

― 地域
ち い き

でともに支
ささ

えあう社会
しゃかい

の実現
じつげん

と障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

 ― 

３ 
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   施策
し さ く

の体系
たいけい

  
 

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 施
し

 策
さく

 分
ぶん

 野
や

 施
し

 策
さく

 項
こう

 目
もく

 ページ 

～ 

地
域

ち

い

き

生
活

せ
い
か
つ

へ
の
移
行

い

こ

う

と
自
立

じ

り

つ

し
た
暮 く

ら
し
を
支
援

し

え

ん

す
る
環
境

か
ん
き
ょ
う

の
整
備

せ

い

び 

～ 

１

 

安

心

あ

ん

し

ん

し

て

暮 く

ら

せ

る

ま

ち

づ

く

り

 

(1)地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支援
し え ん

 

①日
にち

常
じょう

 

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

 

ホームヘルプサービス等
とう

介護
か い ご

給付
きゅうふ

の充実
じゅうじつ

 
P36 

ガイドヘルパー等
とう

派遣
は け ん

事業
じぎょう

の拡充
 かくじゅう

 P36 

手話通訳協力者等派遣事業
しゅわつうやくきょうりょくしゃとうはけんじぎょう

の充実
 じゅうじつ

 P37 

訪問入浴
ほうもんにゅうよく

サービスの推進
すいしん

 P37 

一時
い ち じ

保護
ほ ご

施設
し せ つ

の拡充
 かくじゅう

 P37 

緊急一時保護
きんきゅういちじほご

（家庭
か て い

）の実施
じ っ し

 P37 

機能
き の う

回復
かいふく

訓練
くんれん

事業
じぎょう

の充実
 じゅうじつ

 P38 

日常生活用具
にちじょうせいかつようぐ

の給付
きゅうふ

・補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

の

支給
しきゅう

 
P38 

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

や難病患者
 なんびょうかんじゃ

への福祉
ふ く し

手
て

当
あて

の支給
しきゅう

 
P39 

病院・
びょういん

施設
し せ つ

等
とう

から地域
ち い き

への移
い

行
こう

推
すい

進
しん

 P39 

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

の運用
うんよう

 P40 

共生型
きょうせいがた

サービス事業所
じぎょうしょ

の整備
せ い び

 P40 

②相談
そうだん

・

情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

 

障害者
しょうがいしゃ

ケアマネジメントの充実
 じゅうじつ

 P41 

相談
そうだん

・情報提供体制
 じょうほうていきょうたいせい

の拡充
 かくじゅう

  P42 

当事者
とうじしゃ

活動
かつどう

支援
し え ん

 P43 

障害者ひ
しょうがいしゃ

きこもり対策
たいさく

 P43 

③保健
ほ け ん

医療
いりょう

サービス  

保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

サービスの充実
 じゅうじつ

 P44 

早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

 P44 

医療
いりょう

連携
れんけい

の推進
すいしん

 P45 

救急医療体制等
きゅうきゅういりょうたいせいとう

の充実
 じゅうじつ

 P45 

医療
いりょう

の整備
せ い び

 P46 

療育の
りょういく 

整備
せ い び

 P46 

医療費
いりょうひ

に対
たい

する支援
し え ん

 P46 

 

３

３ 
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～ 

地
域

ち

い

き

生
活

せ
い
か
つ

へ
の
移
行

い

こ

う

と
自
立

じ

り

つ

し
た
暮 く

ら
し
を
支
援

し

え

ん

す
る
環
境

か
ん
き
ょ
う

の
整
備

せ

い

び 
～ 

１

 

安

心

あ

ん

し

ん

し

て

暮 く

ら

せ

る

ま

ち

づ

く

り

 

(1)地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支援
し え ん

 

④ 障
しょう

害
がい

児
じ

支
し

援
えん

 

障害児
しょうがいじ

への支援
し え ん

の充実
 じゅうじつ

 P47 

重症心身障害児・
じゅうしょうしんしんしょうがいじ 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

へ

の支援
し え ん

 
P47 

障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

の充実
 じゅうじつ

 P48 

障害児
しょうがいじ

の放課後
ほ う か ご

活動
かつどう

（余暇
よ か

支援
し え ん

）

の充実
 じゅうじつ

 
P48 

⑤家族
か ぞ く

支援
し え ん

 

ライフステージに即
そく

した支援
し え ん

の充実
 じゅうじつ

 P49 

障害者
しょうがいしゃ

の家族
かぞく

のネットワークづくり

の促進
そくしん

 
P49 

介護
か い ご

を行う
 おこな  

家族
か ぞ く

支援
し え ん

の充実
 じゅうじつ

 P50 

(2)住
す

まいの 

確保
か く ほ

と整備
せ い び

 

①住
す

まいの

確保
か く ほ

 

障害者用住宅の
しょうがいしゃようじゅうたく 

整備
せ い び

 P51 

グループホーム整備
せ い び

の促進
そくしん

 P51 

居住支援
きょじゅうしえん

事業
じぎょう

の充実
 じゅうじつ

 P52 

②暮
く

らしや

すい住宅
じゅうたく

への改修
かいしゅう

 

住宅設備改善
じゅうたくせつびかいぜん

に関
かん

する相談
そうだん

の充実
 じゅうじつ

 P52 

住宅設備改善
じゅうたくせつびかいぜん

の給付
きゅうふ

 P52 

(3)福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の整備
せ い び

 

① 施設
し せ つ

整備
せ い び

の促進
そくしん

 
通所
つうしょ

施設
し せ つ

等
とう

の整備
せ い び

 P53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 
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基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 施
し

 策
さく

 分
ぶん

 野
や

 施
し

 策
さく

 項
こう

 目
もく

 ページ 

～ 

教
育

き
ょ
う
い
く

・
労
働

ろ
う
ど
う

・
社
会

し
ゃ
か
い

活
動

か
つ
ど
う

へ
の
参
加

さ

ん

か

を
支
援

し

え

ん

す
る
体
制

た
い
せ
い

の
充
実

じ
ゅ
う
じ
つ 

～ 
 

２

 

と

も

に

学 ま

な

び

、

働 は
た
ら

き

、

社

会

し

ゃ

か

い

参

加

さ

ん

か

す

る

た

め

に

 

(1) 学
がく

習
しゅう

環
かん

境
きょう

の整備
せ い び

 

① 支
し

援
えん

を 要
よう

す る 児童
じ ど う

・

生徒
せいと

への教
 きょう

育
いく

の充実
じゅうじつ

 

通常学級に
つうじょうがっきゅう 

おける支援
し え ん

の充実
 じゅうじつ

 P55 

通常学級に
つうじょうがっきゅう 

おける障害理解
しょうがいりかい

の推進
すいしん

 P56 

就学前の
しゅうがくまえ 

療育
りょういく

の充実
 じゅうじつ

 P56 

特別支援学級
とくべつしえんがっきゅう

の充実
 じゅうじつ

 P57 

高等教育の
こうとうきょういく 

機会
き か い

の確保
か く ほ

 P57 

②生涯
しょうがい

学
がく

習
しゅう

の推進
すいしん

 

講座
こ う ざ

・講習を
こうしゅう 

受
う

けるための環境
 かんきょう

整備
せ い び

 P58 

自主的
じしゅてき

な学習活動を
がくしゅうかつどう 

行う
おこな 

ための場
ば

の提供
 ていきょう

 
P59 

(2)就労支援
しゅうろうしえん

 
① 就労支援

しゅうろうしえん

の促進
そくしん

 

情報提供・
じょうほうていきょう 

相談
そうだん

機能
き の う

の強化
 きょうか

 P60 

就
しゅう

労
ろう

ネットワークの構築
こうちく

 P61 

就労移行
しゅうろういこう

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

の活用
かつよう

 P61 

個別
こ べ つ

移行
い こ う

支援
し え ん

計画
けいかく

の活用
かつよう

 P61 

就労定着支援
しゅうろうていちゃくしえん

の活用
かつよう

 P61 

企業
きぎょう

への啓発
けいはつ

及
およ

び就労・
 しゅうろう 

雇用
こよう

の拡大
かくだい

 P62 

通所
つうしょ

施設
し せ つ

での福祉的就労
ふくしてきしゅうろう

の促進
そくしん

 P63 

 

３ 



- 30 - 

 

 

 

～ 

教
育

き
ょ
う
い
く

・
労
働

ろ
う
ど
う

・
社
会

し
ゃ
か
い

活
動

か
つ
ど
う

へ
の
参
加

さ

ん

か

を
支
援

し

え

ん

す
る
体
制

た
い
せ
い

の
充
実

じ
ゅ
う
じ
つ 

～ 
 

２

 

と

も

に

学 ま

な

び

、

働 は
た
ら

き

、

社

会

し

ゃ

か

い

参

加

さ

ん

か

す

る

た

め

に
 

(3)社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

の促進
そくしん

 

①様
さま

々
ざま

な活
かつ

動
どう

へ の 参
さん

加
か

促
そく

進
しん

 

社会参加
しゃかいさんか

への環境整備
かんきょうせいび

 P64 

(4)まちづく

りの推進
すいしん

 

①交
こう

通
つう

機
き

関
かん

・

建
けん

築
ちく

物
ぶつ

等
とう

の

バリアフリ

ー化
か

の推進
すいしん

 

建築物
けんちくぶつ

等
とう

のバリアフリー化
か

 P65 

移動環境
いどうかんきょう

の整備
せ い び

 P66 

②情報
じょうほう

のバ

リアフリー

化
か

 

通
つう

訳者
やくしゃ

等
とう

の養成
ようせい

配置
は い ち

 P67 

情
じょう

報
ほう

機器
き き

の活用
かつよう

 P67 

各障害に
かくしょうがい 

応
おう

じた情報提供の
 じょうほうていきょう 

推
すい

進
しん

 P68 

③防災
ぼうさい

・

防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の

整備
せ い び

 

防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 P69 

避難所
ひ な ん じ ょ

の整備
せ い び

 P70 

防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 P70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
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基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 施
し

 策
さく

 分
ぶん

 野
や

 施
し

 策
さく

 項
こう

 目
もく

 ページ 

～ 

地
域

ち

い

き

で
と
も
に
支 さ

さ

え
あ
う
社
会

し
ゃ
か
い

の
実
現

じ
つ
げ
ん

と
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

の
権
利

け

ん

り

擁
護

よ

う

ご 

～ 
 

３

 

と

も

に

支 さ

さ

え

あ

う

た

め

に
 

(1)地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

推進
すいしん

の

基盤
き ば ん

づく

り 

① 推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

福祉関係者
ふくしかんけいしゃ

の資質向上
ししつこうじょう

 P72 

福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

 P72 

福祉
ふ く し

･保健
ほ け ん

･医療
いりょう

の連携
れんけい

体制
たいせい

の推進
すいしん

 P73 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の体制
たいせい

整備
せ い び

 P73 

②

交流活動の
こうりゅうかつどう 

促
そく

進
しん

 

交流の
こうりゅう 

場
ば

の整備
せ い び

 P74 

様々
さまざま

な交流活動の
こうりゅうかつどう 

推進
すいしん

 P74 

障害者施設
しょうがいしゃしせつ

の地域
ち い き

との交流
 こうりゅう

 P74 

(2)福祉
ふ く し

コミ

ュニティ

の創造
そうぞう

 

①意識
い し き

のバ

リアフリ

ー化
か

 

学校
がっこう

教育
きょういく

･生涯学習での
 しょうがいがくしゅう   

福祉教
ふくしきょう

育
いく

の推進
すいしん

 
P75 

広報
こうほう

・イベント等
とう

による啓発
けいはつ

活動
かつどう

 P76 

障害者
しょうがいしゃ

サポーターの養成
ようせい

 P76 

②ボランテ

ィ ア 活動
かつどう

の推進
すいしん

 

ボランティア組織間
そしきかん

の連携充実
 れんけいじゅうじつ

 P77 

参加
さ ん か

のための環境整備
かんきょうせいび

 P78 

ボランティアの養成
ようせい

と組織化
そ し き か

 P78 

 

(3)権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

 

①権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 P79 

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

 P80 

障害者差別
しょうがいしゃさべつ

禁止
き ん し

の取組
とりくみ

 P80 

 

 

  

３ 
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第
だい

 ４ 章
しょう

 
 

施
し

 策
さく

 の 展
てん

 開
かい

 

（ 障
しょう

 害
がい

 者
しゃ

 計
けい

 画
かく

） 

４ 
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  主要
しゅよう

な取組
とりくみ

 

 

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く状 況
じょうきょう

は年々
ねんねん

変化
へ ん か

しています。障害者数
しょうがいしゃすう

の増加
ぞ う か

、障害者
しょうがいしゃ

の

高齢化
こうれいか

や重度化
じゅうどか

、そして障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

の高齢化
こうれいか

はこれからも進
すす

んでいくと 考
かんが

えられ、

市
し

は地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しつつ、今後
こ ん ご

を見据
み す

えた施策
し さ く

を実施
じ っ し

していく必要
ひつよう

がありま

す。 

そうした 状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえて、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

と地域
ち い き

定着
ていちゃく

や、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で

安心
あんしん

して日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

るための環境
かんきょう

づくり、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

などを

推進
すいしん

するため、市
し

は以下
い か

の項目
こうもく

について重点的
じゅうてんてき

に取
と

り組
く

みます。 

 

◆ 主要
しゅよう

な取組
とりくみ

 

主要
しゅよう

な取組
とりくみ

 概要
がいよう

 

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

に努
つと

めるとともに、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

や放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスなどの利
り

用
よう

促
そく

進
しん

とサー

ビス向上を
こうじょう 

図
はか

ります。また、特
とく

に重症
 じゅうしょう

心身
しんしん

障
しょう

害児
が い じ

や医療的
いりょうてき

ケア児
じ

への支援
し え ん

のあり方
かた

や、発達
はったつ

障害
しょうがい

等
とう

の障害児
しょうがいじ

の相談
そうだん

体制
たいせい

の強化
きょうか

や療育の
りょういく 

場
ば

の拡充に
かくじゅう 

ついて関係
かんけい

機関
き か ん

と検討
けんとう

し

ます。 

障害者施設
しょうがいしゃしせつ

整備
せ い び

の促進
そくしん

 

 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

するため、特
とく

に必要性
ひつようせい

の高
たか

い

重度
じゅうど

・重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

できるグループホーム、一時
い ち じ

保護
ほ ご

施設
し せ つ

、障害児通所
しょうがいじつうしょ

施設
し せ つ

等
とう

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

  

１ 

４ 
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主要
しゅよう

な取組
とりくみ

 概要
がいよう

 

障害者
しょうがいしゃ

を支
ささ

えるネットワ

ークづくり 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らせるための支援
し え ん

を行
 おこな

う地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

事業
じぎょう

の機能
き の う

を充実
じゅうじつ

し、ライフス

テージに即
そく

した切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

の実施
じ っ し

、精神障害に
せいしんしょうがい 

も

対
たい

応
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

、発達障害者支
はったつしょうがいしゃし

援
えん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

等
とう

、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活
い

かして障害
 しょうがい

者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支
ささ

えるためのネットワークづくりを

推進
すいしん

します。 

福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の向上
 こうじょう

等
とう

 

障害者
しょうがいしゃ

サービス提供事業者
ていきょうじぎょうしゃ

への適切
てきせつ

な指導
し ど う

等
とう

の

実施
じ っ し

により、福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の向上に
こうじょう 

努
つと

めます。 

また、福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

のための施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

障害者雇用
しょうがいしゃこよう

の促進
そくしん

 

市内
し な い

企業
きぎょう

へ障害者雇用
しょうがいしゃこよう

の実例
じつれい

等
とう

の情報
じょうほう

を提供
ていきょう

し、

障害者雇用
しょうがいしゃこよう

の理解
り か い

及
およ

び職場環境整備
しょくばかんきょうせいび

の促進
そくしん

を働き
 はたら  

かけ

るとともに、就労
しゅうろう

の定着
ていちゃく

を支援
しえん

するため関係
かんけい

機関
きかん

と 

連
れん

携
けい

し、障害者
しょうがいしゃ

への相談
そうだん

機能
き の う

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

また、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が難し
 むずか  

い場合
ば あ い

においても、就労継続
 しゅうろうけいぞく

支
し

援
えん

事業
じぎょう

等
とう

により地域
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

るよう支援
し え ん

します。 

防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

障害当事者
しょうがいとうじしゃ

を対象
たいしょう

に災害
さいがい

時
じ

に備
そな

えるための「障害
しょうがい

がある方
かた

のための防災
ぼうさい

マニュアル」及
およ

び支援者向
し え ん し ゃ む

けの

「災害時障害者
さいがいじしょうがいしゃ

サポートマニュアル」の周知
しゅうち

・活用
かつよう

を図
はか

るとともに、必要
ひつよう

に応
おう

じて見
み

直
なお

すほか、各災害
かくさいがい

に応
おう

じ

た福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

（二次
に じ

避難所
ひなんじょ

）のあり方
かた

を関係
かんけい

機関
き か ん

と

検討
けんとう

していきます。 

また、地域
ち い き

防災
ぼうさい

の観点
かんてん

から、関係
かんけい

所管
しょかん

との連携
れんけい

を図
はか

ります。 

  

４ 
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主要
しゅよう

な取組
とりくみ

 概要
がいよう

 

差別解消
さべつかいしょう

の推進
すいしん

 

障害者差別解消法及
しょうがいしゃさべつかいしょうほうおよ

び障害者差別禁止条例
しょうがいしゃさべつきんしじょうれい

に基
もと

づ

き、障害理解
しょうがいりかい

のためのガイドブックの配布
はいふ

やイベントの

開催
かいさい

、障害者
しょうがいしゃ

サポーター養成
ようせい

講座
こうざ

等
とう

により、広
ひろ

く市民
しみん

や

事業者
じぎょうしゃ

に向
む

けて啓発
けいはつ

を行い
 おこな 

ます。 

虐待防止
ぎゃくたいぼうし

に向
む

けた施策
し さ く

の

推進
すいしん

 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の職員
しょくいん

などを対象
たいしょう

として、障害者
しょうがいしゃ

の虐待
ぎゃくたい

防止研修
ぼうしけんしゅう

を開催
かいさい

し、虐待防止
ぎゃくたいぼうし

に向
む

けた啓発
けいはつ

を行い
 おこな  

ま

す。また、潜在化
せんざいか

している虐待
ぎゃくたい

等
とう

を防止
ぼ う し

するため、広
ひろ

く市民
し み ん

に向
む

けて障害理解
しょうがいりかい

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を行い
 おこな  

ます。 

 
４ 
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  障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

について 

１．安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくり 

～ 地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

と自立
じ り つ

した暮
く

らしを支援
し え ん

する環境
かんきょう

の整備
せ い び

 ～ 

（１）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

                   

 ホームヘルプサービス・緊急
きんきゅう

一時
い ち じ

保護
ほ ご

・ガイドヘルパー等
とう

の派遣
は け ん

や心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

センターにおける機能
き の う

回復
かいふく

訓練
くんれん

事業
じぎょう

等
とう

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスを拡充
かくじゅう

すると

ともに、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

や各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

の支給
しきゅう

など、多様
た よ う

な障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

し

ながら、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

を支援
し え ん

します。また、病院
びょういん

・施設
し せ つ

などから

地域
ち い き

への移行
い こ う

を推進
すいしん

するとともに、「親
おや

亡
な

き後
あと

」の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

事業
じぎょう

の円滑
えんかつ

な運用
うんよう

を図
はか

るほか、地域
ち い き

のネットワークづくりに取
と

り組
く

みます。 

 全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が住
す

みなれた地域
ち い き

で、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら安心
あんしん

して暮
く

らせる

まちづくりを目指
め ざ

します。障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

なサービスを主体的
しゅたいてき

に選択
せんたく

できるよう、

日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するための様々
さまざま

なサービスを適切
てきせつ

に 供 給
きょうきゅう

し、合
あ

わせて、相談
そうだん

・

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。地域
ち い き

移行
い こ う

と地域
ち い き

定着
ていちゃく

については、障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の意見
い け ん

を求
もと

めながら推進
すいしん

していきます。また、障害
しょうがい

を早期
そ う き

に発見
はっけん

して

療育
りょういく

につなげる体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

とその家族
か ぞ く

に対
たい

してライフ

ステージに即
そく

した相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

２ 

４ 
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 ホームヘルプサービスの充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

ホームヘルプ

サービス等
とう

介護給付
か い ご き ゅ う ふ

の

充実
じゅうじつ

 

・支給基準
しきゅうきじゅん

を上
うわ

回
まわ

る支給
しきゅう

量
りょう

を必
ひつ

要
よう

とする人
ひと

がいる。 

・障害
しょうがい

の重度化
じゅうどか

や介護
か い ご

す

る家族
か ぞ く

の高
こう

齢
れい

化
か

、家
か

庭
てい

状
じょう

況
きょう

の変
へん

化
か

などを背
はい

景
けい

に、

支給量
しきゅうりょう

が増加
ぞ う か

している。 

・利用者
りようしゃ

のニーズに十分
じゅうぶん

応
こた

えられるよう、サービ

スの質
しつ

を向上
こうじょう

させる必要
ひつよう

がある。 

・障害支援
しょうがいしえん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

審査会
しんさかい

で判定
はんてい

され

た障害支援
しょうがいしえん

区分
く ぶ ん

の基準
きじゅん

により、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

に必要
ひつよう

なサー

ビスの支給量
しきゅうりょう

を確保
か く ほ

します。 

・個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に配
はい

慮
りょ

したサービスを

支給
しきゅう

します。 

・サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

に資
し

するよう、

事
じ

業者向
ぎょうしゃむ

けの研修機会
けんしゅうきかい

の周知
しゅうち

など 情
じょう

報提供
ほうていきょう

に努
つと

めます。 

・サービスを提供
ていきょう

する事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

する

適切
てきせつ

な指導
し ど う

等
とう

や、関係
かんけい

機関
き か ん

との連
れん

携
けい

を行う
 お こ な  

ことにより、サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

 ガイドヘルパー等
とう

派遣
は け ん

事業
じぎょう

の拡充
かくじゅう

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

ガイドヘル

パー等
とう

派遣
は け ん

事業
じぎょう

の拡充
かくじゅう

 

・同
どう

行
こう

援
えん

護
ご

・移
い

動
どう

支
し

援
えん

の支給
しきゅう

基準
きじゅん

を上
うわ

回
まわ

る支給量
しきゅうりょう

を

必
ひつ

要
よう

とする人
ひと

がいる。 

・事業所数
じぎょうしょすう

は増加
ぞ う か

している

が、複雑化
ふくざつか

する障害者
しょうがいしゃ

のニーズに十分
じゅうぶん

応
こた

えて

いるとは言
い

えない。 

・平成
へいせい

２８年度
ねんど

（２０１６

年度
ねんど

）から新
あら

たに緊急
きんきゅう

時
じ

通
つう

学
がく

支
し

援
えん

を開
かい

始
し

したが、

利用者
りようしゃ

が少
すく

ない。 

・令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

（２０１９年
ねん

） 

７月
がつ

から移
い

動
どう

支
し

援
えん

を 中
ちゅう

学
がく

生
せい

に拡
かく

大
だい

した。 

・事業者
じぎょうしゃ

を対
たい

象
しょう

とした同
どう

行
こう

援
えん

護
ご

・移
い

動
どう

 

支
し

援
えん

のガイドヘルパー等
とう

の養成
ようせい

など、

地
ち

域
いき

における派遣
は け ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を引
ひ

き

続
つづ

き進
すす

めるとともに、移動
い ど う

の支援
し え ん

を

利用
り よ う

しやすいよう検討
けんとう

します。 

・緊急時
きんきゅうじ

通
つう

学
がく

支
し

援
えん

については、利
り

用
よう

者
しゃ

 

にわかりやすい情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行い
 おこな  

、利
り

用
よう

者
しゃ

数
すう

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

・重度
じゅうど

脳性
のうせい

麻痺者
ま ひ し ゃ

の在宅
ざいたく

介護
か い ご

を支援
し え ん

する

ため、介護人
かいごにん

派遣
は け ん

事業
じぎょう

を継続
けいぞく

します。 

４ 
 
 



「 １－（１）－ ① 」 

- 39 - 

 

手話通訳協
しゅわつうやくきょう

力者等派遣
りょくしゃとうはけん

事業
じぎょう

の充
じゅう

実
じつ

 

・障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

において言語
げ ん ご

に

手話
し ゅ わ

が含
ふく

まれるなど、障害者
しょうがいしゃ

が意思
い し

疎通
そ つ う

や情報
じょうほう

取得
しゅとく

の手段
しゅだん

を選択
せんたく

する際
さい

の機会
き か い

の拡大
かくだい

が

図
はか

られている。 

・障
しょう

害
がい

者
しゃ

の社
しゃ

会
かい

進
しん

出
しゅつ

が進
すす

み、様
さま

々
ざま

な場
ば

面
めん

でコミュニケーション

を図
はか

るための協 力 者
きょうりょくしゃ

が必要
ひつよう

と

されていることを受
う

けて、協
きょう

力
りょく

者
しゃ

の派
は

遣
けん

体
たい

制
せい

の整備
せいび

を図
はか

ってい

る。 

・ 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケー  

ションを支援
しえん

するために、

手話通訳協力
しゅわつうやくきょうりょく

者
しゃ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

 

協
きょう

力
りょく

者
しゃ

、盲
もう

ろう者向
しゃむ

け通訳
つうやく

・

介助者
かいじょしゃ

を養成
ようせい

するなど、地域
ちいき

に 

おける派遣
はけん

体制
たいせい

の整備
せいび

を図
はか

って 

いきます。 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サ

ービスの

推進
すいしん

 

・重度
じゅうど

障害
しょうがい

があるなど、ヘルパー

による入浴
にゅうよく

介助
かいじょ

が困難
こんなん

な人
ひと

が

いる。 

・在宅
ざいたく

の重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、訪問
ほうもん

サー

ビス事業
じぎょう

を継続
けいぞく

・推進
すいしん

します。 

 

 一時
い ち じ

保護
ほ ご

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

一
いち

時
じ

保
ほ

護
ご

施
し

設
せつ

の拡
かく

充
じゅう

 

・一時
い ち じ

保護
ほ ご

施設
し せ つ

の数
かず

は年々
ねんねん

増
ぞう

加
か

しているが、施
し

設
せつ

の利
り

用
よう

ニー

ズへの対応
たいおう

は十分
じゅうぶん

とは言
い

え

ない。 

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

や医療的
いりょうてき

ケアを必
ひつ

要
よう

とする 重
ちょう

複
ふく

障
しょう

害
がい

の受
う

け入
い

れ施設
し せ つ

が少
すく

ない。 

・一時
いちじ

保護
ほ ご

施設
しせつ

の 拡充
かくじゅう

を図
はか

り、

医療
いりょう

機関
きかん

等
とう

との連携
れんけい

についても

検討
けんとう

します。 

・グループホームなどに対
たい

して、一
いち

時
じ

保護
ほ ご

施設
しせつ

としての機能
きのう

をもたせ

るための働き
 はたら 

かけを行い
 おこな 

ます。 

・既存
き ぞ ん

の一時
い ち じ

保護
ほ ご

施設
し せ つ

に対
たい

して、受
う

け入
い

れの拡大
かくだい

を働き
 はたら 

かけます。 

緊
きん

急
きゅう

一
いち

時
じ

保
ほ

護
ご

（家庭
か て い

）

の実施
じ っ し

 

・身
み

近
ぢか

な所で
 ところ  

保
ほ

護
ご

できる制
せい

度
ど

と

して必
ひつ

要
よう

とする人
ひと

がいる。 
・事業

じぎょう

を継続
けいぞく

して実施
じ っ し

します。 
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 機能
き の う

回復
かいふく

訓練
くんれん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

機能回復訓練
きのうかいふくくんれん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

 

・脳性
のうせい

麻痺
ま ひ

・パーキンソン病
びょう

等
とう

、難病
なんびょう

を含
ふく

む様々
さまざま

な障
しょう

害
がい

の機
き

能
のう

回
かい

復
ふく

訓
くん

練
れん

（機
き

能
のう

の

維持
い じ

を含
ふく

む。以下
い か

同
おな

じ。）を

実施
じ っ し

する施設
し せ つ

が少
すく

ない。 

・心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

センターの機
き

能
のう

回
かい

復
ふく

訓練
くんれん

に関
かん

する事業
じぎょう

を推進
すいしん

します。 

・医
い

療
りょう

機
き

関
かん

等
とう

との連
れん

携
けい

により、機
き

能
のう

回
かい

復
ふく

訓
くん

練
れん

に関
かん

する事業
じぎょう

を進
すす

めます。 

 

 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

・補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

の支給
しきゅう

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

日常生活用具
にちじょうせいかつようぐ

の給付
きゅうふ

・補装具
ほ そ う ぐ

費
ひ

の支給
しきゅう

 

・主
おも

に身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の増加
ぞ う か

に

より、決定
けってい

件数
けんすう

も増加
ぞ う か

して

いる。 

・市
し

のホームページや窓口
まどぐち

、

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

の委
い

託
たく

業
ぎょう

者
しゃ

等
とう

を通
つう

じた用具
ようぐ

等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行っ
 おこな 

ている。 

・日常生活用具
にちじょうせいかつようぐ

の種目
しゅもく

が技
ぎ

術の
じゅつ 

進歩
し ん ぽ

に追
お

い付
つ

いてい

ない。 

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、補
ほ

装具
そ う ぐ

費
ひ

の支給
しきゅう

を行う
 おこな  

とともに、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

を給付
きゅうふ

します。 

・市
し

のホームページや窓口
まどぐち

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の委託
い た く

業者
ぎょうしゃ

等
とう

を通
つう

じて

引
ひ

き続
つづ

き情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

を行い
 おこな 

、適
てき

切
せつ

な

給付
きゅうふ

及
およ

び支給
しきゅう

を行い
 おこな  

ます。 

・用具
よ う ぐ

等
とう

の技術
ぎじゅつ

の進歩
し ん ぽ

や利用者
りようしゃ

のニ

ーズに応
おう

じた給付
きゅうふ

のあり方
かた

につい

て検討
けんとう

します。 
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 福祉
ふ く し

手当
て あ て

の支給
しきゅう

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

心身障害者
しんしんしょうがいしゃ

や

難病患者へ
なんびょうかんじゃ 

の

福祉
ふ く し

手当
て あ て

の支給
しきゅう

 

・経
けい

済
ざい

的
てき

困
こん

窮
きゅう

者
しゃ

が

多い。 

・各種手当
かくしゅてあて

の支給
しきゅう

件
けん

数
すう

が増
ぞう

加
か

して

いる。 

・心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

や、障害児
しょうがいじ

を扶養
ふ よ う

する保護者
ほ ご し ゃ

、

原因
げんいん

が不明
ふ め い

で治療
ちりょう

方法
ほうほう

が確立
かくりつ

されていな

い難病
なんびょう

等
とう

の患者
かんじゃ

に対
たい

して、各種
かくしゅ

手当
て あ て

を

支給
しきゅう

します。 

・社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

などの変化
へ ん か

を踏
ふ

まえ、手当
て あ て

の

支給
しきゅう

方法
ほうほう

について柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

します。 

  

 地域
ち い き

への移行
い こ う

推進
すいしん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

病
びょう

院
いん

・施
し

設
せつ

等
とう

から地
ち

域
いき

への

移
い

行
こう

推
すい

進
しん

 

・地域
ちいき

で暮
く

らすための

環
かん

境
きょう

整
せい

備
び

は進
すす

み

つつあるが、十
じゅう

分
ぶん

ではなく、そこに定
てい

着で
ちゃく 

きない人
ひと

も

いる。 

・重度化
じゅうどか

・高
こう

齢
れい

化
か

によ

り地
ち

域
いき

移
い

行
こう

が難し
 むずか 

い 入
にゅう

所
しょ

者
しゃ

が増
ふ

え

ている。 

・社会的
しゃかいてき

入院者
にゅういんしゃ

、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

等
とう

の地域
ち い き

への

移行
い こ う

・定着
ていちゃく

を推進
すいしん

するため、地域
ち い き

の支
ささ

えあ

いや居住
きょじゅう

の場
ば

・日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の整備
せ い び

とサ

ービスの向上
こうじょう

を働き
 はたら  

かけます。 

・特
とく

に、重度
じゅうど

・重複
ちょうふく

障害者向
しょうがいしゃむ

けや日中
にっちゅう

サー

ビス支援型
しえんがた

のグループホーム等
とう

の整備
せ い び

に

取
と

り組
く

み、地域
ち い き

移行
い こ う

を推進
すいしん

します。 

・地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

についての相談
そうだん

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

とともに、グループホーム等
とう

との

情報
じょうほう

交換
こうかん

を行う
 おこな  

など、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

・自立
じ り つ

生活
せいかつ

に向
む

けた体験
たいけん

施設
し せ つ

等
とう

を引
ひ

き続
つづ

き

活用
かつよう

します。 

・グループホーム等
とう

の体験
たいけん

利用
り よ う

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

・地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

・自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

の個別
こ べ つ

給付
きゅうふ

を行い
 おこな  

ます。 

・地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

のためのピアサポート活動
かつどう

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 
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 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

の運用
うんよう

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

拠
きょ

点
てん

等
とう

の運用
うんよう

 

・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

」を見据
み す

え、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活
い

かして、障害者
しょうがいしゃ

の日
にち

常
じょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するための、地
ち

域
いき

のネットワーク整備
せ い び

を行っ
 おこな  

たが、利用者
りようしゃ

のニーズに合
あ

った

運用
うんよう

が必要
ひつよう

とされている。 

・地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活
い

かし

て、障害者
しょうがいしゃ

が住
す

み慣
な

れた

地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らして

いけるよう、切
き

れ目
め

ない

支援
し え ん

の円滑
えんかつ

な運用
うんよう

を図
はか

っ

ていきます。 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

事業
じぎょう

の

機能
き の う

を拡充
かくじゅう

し、相談
そうだん

支援
し え ん

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

 

 共生型
きょうせいがた

サービス事業所
じぎょうしょ

の整備
せ い び

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

共生型
きょうせいがた

サービス

事業所
じぎょうしょ

の整備
せ い び

 

・６５歳
さい

を超
こ

えた障害者
しょうがいしゃ

の中
なか

に

は、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスに移行
い こ う

し

ても、それまでと同
おな

じ事業所
じぎょうしょ

で

支援
し え ん

を受
う

けたい人
ひと

がいる。 

・障害福祉
しょうがいふくし

サービスと介護
かいご

保険
ほけん

サービスの 両方
りょうほう

を

提供
ていきょう

する共生型
きょうせいがた

サービス

の提案
ていあん

を事業所
じぎょうしょ

に行い
 おこな  

、

事業所
じぎょうしょ

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 
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②相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

 障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

において主体的
しゅたいてき

に生活
せいかつ

していくために、様々
さまざま

なサービスを一人
ひ と り

ひと

りの状 況
じょうきょう

に応
おう

じて適
てき

切
せつ

に選択
せんたく

できるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

りつつ、ライフ

ステージに即
そく

した福祉
ふ く し

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

に応
おう

じます。 

 また、各種
かくしゅ

のサービスに関
かん

する情報
じょうほう

が適切
てきせつ

に提供
ていきょう

されるよう、情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

  

 総合
そうごう

相談
そうだん

・専門
せんもん

相談
そうだん

対応
たいおう

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

障害者
しょうがいしゃ

ケアマネジ

メントの充実
じゅうじつ

 

・利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行う
 おこな  

ため

のサービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

が必要
ひつよう

である。 

・ケアマネジメント

の実施
じ っ し

体制
たいせい

が十分
じゅうぶん

でない。 

・地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

するため、個々
こ こ

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用状況
りようじょうきょう

を確認
かくにん

し

ながら、必要
ひつよう

に応
おう

じて内容
ないよう

の調整
ちょうせい

や見
み

直
なお

しを行い
 おこな  

、サービスの向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

・ケアマネジメントを主
おも

に担
にな

う相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の増加
ぞ う か

など、実施
じ っ し

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

に向
む

けた検討
けんとう

を行う
 おこな  

ととも

に、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。 
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相談
そうだん

・ 情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の拡充
かくじゅう

 

・相談
そうだん

を受
う

ける場
ば

は

増加
ぞ う か

しているが、

十分
じゅうぶん

ではない。 

・相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の

数
かず

は増加
ぞ う か

している

が、 難病
なんびょう

を含
ふく

む

様々
さまざま

な 障害
しょうがい

に対
た い

応
おう

できる体制
たいせい

は整
ととの

っていない。 

・医療
いりょう

機関
き か ん

、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター及
およ

び

発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

支援室
しえんしつ

において、障害児
しょうがいじ

の一貫
いっかん

した発達
はったつ

に

ついて相談
そうだん

を受
う

け

ている。 

・福祉
ふ く し

サービスやそ

の他
た

様々
さまざま

な制度
せ い ど

に

ついての 情報
じょうほう

が

必要
ひつよう

な人
ひと

に 十分
じゅうぶん

行
い

き渡
わた

っていな

い。 

・ 医療的
いりょうてき

ケ ア 児
じ

に

対応
たいおう

できる支援者
しえんしゃ

が求
もと

められてい

る。 

・ライフステージに即
そく

した福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

、

医療
いりょう

、教育
きょういく

、労働
ろうどう

との連携
れんけい

による

相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の拡充
かくじゅう

を図
はか

ります。 

・重層的支援体制整備事業
じゅうそうてきしえんたいせいせいびじぎょう

を実施
じ っ し

し、

包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

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

相談員
そうだんいん

のスキルアップを 

図
はか

り、地域
ち い き

における相談
そうだん

体制
たいせい

を 充
じゅう

実
じつ

します。 

・相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の研修
けんしゅう

を行う
 おこな  

など、

相談
そうだん

・情報提供機能
じょうほうていきょうきのう

のさらなる

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

・難病
なんびょう

を含
ふく

む様々
さまざま

な障害
しょうがい

のある方
かた

 

からの多様
た よ う

な相談
そうだん

に対応
たいおう

できるよ

う、地域
ち い き

の 障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

などとの

連携
れんけい

を強化
きょうか

します。 

・障害児
しょうがいじ

の一貫
いっかん

した発
はっ

達
たつ

についての

相談
そうだん

を引
ひ

き続
つづ

き受
う

けるとともに、ラ

イフステージに即
そく

した切
き

れ目
め

ない

支援
し え ん

につながるよう、情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を

行っ
おこな 

ていきます。 

・福祉
ふ く し

のしおりやホームページをはじ

め、様々
さまざま

な方法
ほうほう

を活用
かつよう

して、必要
ひつよう

な

人
ひと

に必要
ひつよう

な 情報
じょうほう

が行
い

き届
とど

くよう

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

を図
はか

ります。 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

に医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

コーディネーターの配置
は い ち

を検討
けんとう

します。 
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 当事者
とうじしゃ

活動
かつどう

支援
し え ん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

当事者活動支援
とうじしゃかつどうしえん

 

・障害
しょうがい

の受容
じゅよう

や理解
り か い

ができない、

あるいは生
い

き方
かた

に迷
まよ

う障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

など

がピアサポートを行っ
 おこな  

ているが、

継続
けいぞく

して取
と

り組
く

む必要
ひつよう

がある。 

・障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

に対
たい

し、学校
がっこう

等
とう

より

障害
しょうがい

理解
り か い

に対
たい

する助言
じょげん

や講義
こ う ぎ

の依頼
い ら い

があるため、当事者
とうじしゃ

のス

キルアップが必要
ひつよう

となる。 

・ 障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

自身
じ し ん

による

ピアカウンセリングなど

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

を活用
かつよう

し、

当事者
とうじしゃ

活動
かつどう

への支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

 障害者
しょうがいしゃ

ひきこもり対策
たいさく

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

障害者
しょうがいしゃ

ひきこも

り対策
たいさく

 

・発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

支援室
しえんしつ

において未
み

就
しゅう

学
がく

の障害児
しょうがいじ

及
およ

び就学児
しゅうがくじ

（不
ふ

登
とう

校
こう

児
じ

童
どう

を含
ふく

む）の療育
りょういく

を実施
じ っ し

し、

早
そう

期
き

対応
たいおう

によるひきこもりの防
ぼう

止
し

に取
と

り組
く

んでいる。 

・家族
か ぞ く

だけで支
ささ

えていることが多
おお

いため、長期化
ちょうきか

する傾向
けいこう

がある。 

・家族
か ぞ く

、行政
ぎょうせい

、医療
いりょう

機関
き か ん

、

施設
し せ つ

、学校
がっこう

、地域
ち い き

などとの

連携
れんけい

や、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の活用
かつよう

により、相談
そうだん

支援
し え ん

・

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を図
はか

ります。 

・障害当事者
しょうがいとうじしゃ

や家族
か ぞ く

を支援
し え ん

するため、医療
いりょう

機関
き か ん

への

受診
じゅしん

等
とう

の体制
たいせい

整備
せ い び

を図
はか

り

ます。 
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③保健
ほ け ん

医療
いりょう

サービス 

 障害者
しょうがいしゃ

が健康
けんこう

を維持
い じ

し、住
す

みなれた地域
ち い き

や家庭
か て い

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

と医療
いりょう

連携
れんけい

の推進
すいしん

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

、障害者
しょうがいしゃ

医療
いりょう

・療育
りょういく

の整備
せ い び

の検討
けんとう

を進
すす

めます。 

 

 保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

サービス

の充実
じゅうじつ

 

・保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センターにおい

て、障害者
しょうがいしゃ

も利
り

用
よう

できる保
ほ

健
けん

師
し

・栄養
えいよう

士
し

・歯科
し か

衛
えい

生
せい

士
し

による 相談
そうだん

や 教室
きょうしつ

等
とう

を

実施
じ っ し

している。 

・保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センターにおい

て、健康
けんこう

に関
かん

する相談
そうだん

や

教室
きょうしつ

などを引
ひ

き続
つづ

き実施
じ っ し

していきます。 

 

 早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

・障害者
しょうがいしゃ

も対
たい

象
しょう

とする各
かく

種
しゅ

健
けん

診
しん

（検
けん

診
しん

）を実施
じ っ し

している

ものの、相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

の体制
たいせい

は十分
じゅうぶん

でない。 

・障害者
しょうがいしゃ

の健
けん

診
しん

（検診
けんしん

）の

受診
じゅしん

に関
かん

する相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

及
およ

び 早期
そ う き

発見
はっけん

、 早期
そ う き

治療
ちりょう

のための健
けん

診
しん

（検診
けんしん

）を

引
ひ

き続
つづ

き実施
じ っ し

します。 
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 地域
ち い き

医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

医療連携
いりょうれんけい

の推
すい

進
しん

 

・地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

におけ

る 障害理解
しょうがいりかい

や 支援
し え ん

体制
たいせい

の構
こう

築
ちく

が十
じゅう

分
ぶん

でな

い。 

・ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に診
み

ても 

らえない場合
ば あ い

がある。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

が受診
じゅしん

できる

医療
いりょう

機関
き か ん

の 情報
じょうほう

が

周知
しゅうち

されていない。 

・ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

歯
し

科
か

医
い

療
りょう

連
れん

携
けい

について、障害者
しょうがいしゃ

歯
し

科
か

診療所
しんりょうじょ

の拡
かく

充
じゅう

を図
はか

っている。 

・八王子市
は ち お う じ し

中核
ちゅうかく

病院
びょういん

（東京
とうきょう

医科
い か

大
だい

学
がく

八王子
はちおうじ

医療
いりょう

セ ン タ ー 及
およ

び

東海
とうかい

大
だい

学
がく

医
い

学
がく

部
ぶ

付
ふ

属
ぞく

八
はち

王
おう

子
じ

病
びょう

院
いん

）と一
いっ

般
ぱん

病院
びょういん

、診療所
しんりょうじょ

との

連携
れんけい

を進
すす

めるとともに、地域
ち い き

の

医療
いりょう

機関
き か ん

における 障害
しょうがい

理解
り か い

の

促進
そくしん

や支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

りま

す。 

・地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

の利便性
りべんせい

に

考慮
こうりょ

した医
い

療
りょう

機
き

関
かん

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

について検討
けんとう

します。 

・小児
しょうに

・障害
しょうがい

メディカルセンター

内
ない

の障害者
しょうがいしゃ

歯科
し か

診療所
しんりょうじょ

を中心
ちゅうしん

と し た 、 障害者
しょうがいしゃ

歯科
し か

医療
いりょう

連携
れんけい

を推進
すいしん

します。 

救急医療体制等
きゅうきゅういりょうたいせいとう

の充実
じゅうじつ

 

・夜間
や か ん

救 急
きゅうきゅう

診療所
しんりょうじょ

の運
うん

営
えい

を始
はじ

め、障
しょう

害
がい

の有無
う む

に関
かか

わらず、切
き

れ目
め

の

な い 救 急
きゅうきゅう

医
い

療
りょう

体
たい

制
せい

を整備
せ い び

している。 

・ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

に対
たい

する夜
や

間
かん

休
きゅう

日
じつ

の救
きゅう

急
きゅう

医療
いりょう

体
たい

制
せい

について、八
はち

王
おう

子
じ

市
し

 

医
い

師
し

会
かい

等
とう

と連携
れんけい

を図
はか

りつつ

検討
けんとう

します。 
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 医療
いりょう

と療育
りょういく

の整備
せ い び

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

医療
いりょう

の整備
せ い び

 

・小児
しょうに

神経
しんけい

外来
がいらい

や小児
しょうに

精神
せいしん

外来
がいらい

及
およ

び在宅
ざいたく

医療
いりょう

の拠点
きょてん

となる専門医
せんもんい

等
とう

、地域
ち い き

の障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

を支
ささ

え

るネットワークの中心
ちゅうしん

を担
にな

う

医療
いりょう

機関
き か ん

が市内
し な い

には存在
そんざい

しない。 

・成人期
せいじんき

の医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とす

る重度
じゅうど

・重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

のための医
い

療
りょう

体制
たいせい

が十分
じゅうぶん

でない。 

・小児
しょうに

・障害
しょうがい

メディカルセンター

における障害者診療所
しょうがいしゃしんりょうじょ

等
とう

の 充
じゅう

実
じつ

を図
はか

るため、小児
しょうに

障害
しょうがい

外来
がいらい

の

事業費
じぎょうひ

の一部
い ち ぶ

を補助
ほ じ ょ

している。 

・重度
じゅうど

・重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

の医療
いりょう

に

ついて、福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、

教育
きょういく

等
とう

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

ネット

ワークの構築
こうちく

を進
すす

めます。 

・小児
しょうに

・障害
しょうがい

メディカルセン

ターにおける障害者
しょうがいしゃ

診療
しんりょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・成人期
せいじんき

の医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする重度
じゅうど

・重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

のために、地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

などを図
はか

ります。 

療育
りょういく

の整備
せ い び

 

・療育
りょういく

を行う
 おこな  

事業者
じぎょうしゃ

は増
ふ

えている

が、医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする幼児
よ う じ

の療育
りょういく

の場
ば

や訓練
くんれん

の場
ば

は依
い

然
ぜん

と

して少
すく

ない。 

・福祉
ふくし

、保健
ほけん

、医療
いりょう

、教育
きょういく

の連携
れんけい

を強化
きょうか

し、障害児
しょうがいじ

の早期
そうき

療育
りょういく

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・障害児
しょうがいじ

（医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

と

する）のための療育
りょういく

・訓練
くんれん

の場
ば

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

 医療費
いりょうひ

助成
じょせい

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

医
い

療
りょう

費
ひ

に対
たい

する支援
し え ん

 

・障害者
しょうがいしゃ

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

を必要
ひつよう

として

いる人
ひと

がいる。 

・障害者
しょうがいしゃ

の医療費
いりょうひ

について

助成
じょせい

します。 
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④障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

 

教育
きょういく

・保育
ほ い く

等
とう

の関連
かんれん

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

りつつ、障害児
しょうがいじ

とその家族
か ぞ く

に対
たい

して、乳幼児期
にゅうようじき

から就労期
しゅうろうき

まで一貫
いっかん

した支援
し え ん

の提供
ていきょう

を図
はか

っていきます。また特
とく

に重度
じゅうど

・重複
ちょうふく

障害児
しょうがいじ

や医療的
いりょうてき

ケア児
じ

について支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでいきます。 
 

 障害児
しょうがいじ

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

障害児
しょうがいじ

へ の  

支
し

援
えん

の充実
じゅうじつ

 

・成長
せいちょう

に応
おう

じた切
き

れ目
め

 

のない支援
し え ん

を行う
 お こ な  

た

め、赤
あか

ちゃん訪問
ほうもん

等
とう

で

「はちおうじっ子
こ

マイ

ファイル」を配
はい

付
ふ

して

いる。 

・障害児
しょうがいじ

の一貫
いっかん

した発達
はったつ

について相談
そうだん

する場
ば

が

十分
じゅうぶん

でない。 

・「はちおうじっ子
こ

マイファイル」配付
は い ふ

時
じ

等
とう

に障害児
しょうがいじ

の相談先
そうだんさき

パンフレットを

配布
は い ふ

し、相談先
そうだんさき

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

・保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター等
とう

と連携
れんけい

し、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター等
とう

における障害児
しょうがいじ

と

その家族
か ぞ く

のニーズに即
そく

した発
はっ

達
たつ

の相談
そうだん

に取
と

り組
く

みます。 

・障害者地域自立支援協議会
しょうがいしゃちいきじりつしえんきょうぎかい

にて、ライ

フステージに即
そく

した切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

 

を行う
 おこな  

ために、現状把握
げんじょうはあく

と情報
じょうほう

の 共
きょう

有
ゆう

を行い
おこな 

、成人期
せいじんき

へのスムーズな移行
い こ う

を支援
し え ん

するための協議
きょうぎ

を行い
 おこな  

ます。 

重
じゅう

症
しょう

心
しん

身
しん

障害児
しょうがいじ

・医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

への

支援
し え ん

 

・病院
びょういん

から地域
ち い き

へ移行
い こ う

す る 重 症
じゅうしょう

心
しん

身
しん

障
しょう

害
がい

児
じ

や医療的
いりょうてき

ケア児
じ

が

増加
ぞ う か

しており、当事者
とうじしゃ

と家族
か ぞ く

への支援
し え ん

が求
もと

め

られている。 

・ 重 症
じゅうしょう

心
しん

身
しん

障
しょう

害
がい

児
じ

や

医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

が利用
り よ う

できる施設
し せ つ

が少
すく

ない。 

・看護師
か ん ご し

等
とう

が 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）  

等
とう

の自宅
じ た く

を訪問
ほうもん

して看護
か ん ご

する在宅
ざいたく

  

レスパイト事業
じぎょう

を適
てき

切
せつ

に運用
うんよう

し、家族
か ぞ く

等
とう

が休
やす

めるようにします。 

・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

が協議
きょうぎ

する場
ば

において、

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

への支援
し え ん

について   

検
けん

討
とう

します。 

・ 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

や医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の受
う

け入
い

れを事業者
じぎょうしゃ

に働き
 はたら  

かけます。 

４ 
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 障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

・放課後
ほ う か ご

活動
かつどう

（余暇
よ か

支援
し え ん

）の充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

の

充実
じゅうじつ

 

・保育所
ほいくじょ

、学童
がくどう

保育所
ほいくじょ

に

おける障害児
しょうがいじ

の在
ざい

籍
せき

数
すう

が増加
ぞ う か

しているが、

障害児
しょうがいじ

受
う

け入
い

れのニ

ーズも高
たか

まっている。 

・保育所
ほいくじょ

・幼稚園
ようちえん

での

巡
じゅん

回
か い

発
は っ

達
た つ

相
そ う

談
だ ん

を  

実
じっ

施
し

している。 

・保育所
ほいくじょ

・学童
がくどう

保育所
ほいくじょ

に

おいて、障害児
しょうがいじ

の受
う

け入
い

れに配慮
はいりょ

してい

る。 

・保育所
ほいくじょ

・学童
がくどう

保育所
ほいくじょ

において、引
ひ

き続
つづ

き

障害児
しょうがいじ

の受
う

け入
い

れを行う
 おこな  

とともに、学童
がくどう

保育所
ほいくじょ

における障害児
しょうがいじ

の受
う

け入
い

れ拡充
かくじゅう

を図
はか

ります。 

・保育所
ほいくじょ

・幼稚園
ようちえん

での 巡回
じゅんかい

発達
はったつ

相談
そうだん

の

拡充
かくじゅう

を図
はか

るとともに、関連
かんれん

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、保育
ほ い く

従事者
じゅうじしゃ

のスキルアップに取
と

り組
く

みます。 

・障害児
しょうがいじ

以外
い が い

の児童
じ ど う

との集団
しゅうだん

生活
せいかつ

の適応
てきおう

のため、保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の活用
かつよう

を図
はか

り

ます。 

・保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の拡充
かくじゅう

につい

て検討
けんとう

します。 

障害児
しょうがいじ

の放
ほう

課
か

後
ご

活
かつ

動
どう

（余
よ

暇
か

支
し

援
えん

）の充
じゅう

実
じつ

 

・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

の数
かず

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しているが、重
じゅう

度
ど

・重複障害児を
 ちょうふくしょうがいじ 

対
たい

象と
しょう 

する事業所
じぎょうしょ

数
すう

は

十分
じゅうぶん

ではない。 

・重度
じゅうど

・重複
ちょうふく

障害児
しょうがいじ

を対象
たいしょう

とする放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業所
じぎょうしょ

の拡充
かくじゅう

について

検討
けんとう

します。 

・放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスや日中一時
にっちゅういちじ

支援
し え ん

の活用
かつよう

を図
はか

ります。 

・放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスや日中一時
にっちゅういちじ

支援
し え ん

の事業所
じぎょうしょ

に対
たい

して適切
てきせつ

な指導
し ど う

等
とう

を行う
 おこな  

ことにより、サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を

図
はか

ります。 

 

４ 
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⑤家族
か ぞ く

支援
し え ん

 

 障害者
しょうがいしゃ

とその家族
か ぞ く

のライフステージに即
そく

した相談
そうだん

支援
し え ん

とネットワークづくりを進
すす

めるとともに、介護
か い ご

を 行
おこな

う家族
か ぞ く

への相談
そうだん

支援
し え ん

などのサービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

っていきま

す。 

 

 家族
か ぞ く

の相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

ライフステージ

に即
そく

した支
し

援
えん

の

充
じゅう

実
じつ

 

・障害者
しょうがいしゃ

のライフステージ

に即
そく

した相談
そうだん

支援
し え ん

体
たい

制
せい

の

整備
せ い び

は、十分
じゅうぶん

とは言
い

えな

い。 

・障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

に対
たい

して、ライフ

ステージに即
そく

した福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

、

医療
いりょう

、教育
きょういく

、労働
ろうどう

との連携
れんけい

によ

る相談先
そうだんさき

の明確化
めいかくか

、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の周知
しゅうち

・充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障
しょう

害
がい

者
しゃ

の家族
か ぞ く

のネットワーク

づくりの促
そく

進
しん

 

・ 障害者
しょうがいしゃ

の家族会
かぞくかい

につい

て、設立
せつりつ

相談
そうだん

や 会場
かいじょう

の

提供
ていきょう

、企
き

画
かく

の相
そう

談
だん

、代
だい

表
ひょう

者
しゃ

のサポート等
とう

を行っ
 おこな  

て

おり、継続
けいぞく

して取
と

り組
く

む必
ひつ

要
よう

がある。 

・相談先
そうだんさき

のひとつとして、

当事者
とうじしゃ

やその家族
か ぞ く

との相
そう

談
だん

の場
ば

を必要
ひつよう

としている

人
ひと

がいる。 

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

同士
ど う し

の

情報
じょうほう

共有
きょうゆう

や交流
こうりゅう

の場
ば

が

必要
ひつよう

とされている。 

・相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の中
なか

で、障害者
しょうがいしゃ

の

家族
か ぞ く

のネットワークづくりや、

当事者
とうじしゃ

やその家族
か ぞ く

との相談
そうだん

の

機会
き か い

の増加
ぞ う か

を図
はか

ります。 

・家族会
かぞくかい

に関
かん

する情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を

図
はか

ります。 

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

を支援
し え ん

する

ため、家族
か ぞ く

同士
ど う し

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

・

交
こう

流
りゅう

の場
ば

を設
もう

け、ペアレントメ

ンターの育成
いくせい

に努
つと

めます。 

 

 

４ 
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 家族
か ぞ く

を支
ささ

えるサービス 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

介
かい

護
ご

を行う
 おこな  

家
か

族
ぞく

支
し

援
えん

の

充実
じゅうじつ

 

・介
かい

護
ご

を行う
 おこな  

家
か

族
ぞく

が身
しん

体
たい

的
てき

、精
せい

神
しん

的
てき

な疲労
ひ ろ う

で困憊
こんぱい

したり、家族
か ぞ く

の

高齢化
こうれいか

が進
すす

み、支
ささ

えきれない

現状
げんじょう

がある。 

・重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）の家族
か ぞ く

等
とう

が一定
いってい

時間
じ か ん

休養
きゅうよう

を取
と

れるこ

とが求
もと

められている。 

・一時
い ち じ

保護
ほ ご

施設
し せ つ

の受
う

け入
い

れの拡大
かくだい

を図
はか

るなど、介護
か い ご

を行う
 おこな  

家族
か ぞ く

が

リフレッシュできるレスパイ

ト機能
き の う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）等
とう

 

在宅
ざいたく

レスパイト事業
じぎょう

を適切
てきせつ

 

に運用
うんよう

し、重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）の家族
か ぞ く

等
とう

の一
いっ

定
てい

時間
じ か ん

の

休養
きゅうよう

取得
しゅとく

を図
はか

ります。 

・複数
ふくすう

の障害児
しょうがいじ

がいる家族
か ぞ く

への

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

 

  

 

４ 
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（２）住
す

まいの確保
か く ほ

と整備
せ い び

 

 

 

 

 

 

 

① 住
す

まいの確保
か く ほ

 

障害者
しょうがいしゃ

が自立
じ り つ

して地域
ち い き

生活
せいかつ

を送
おく

れるよう、障害者用
しょうがいしゃよう

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

を図
はか

るとともに、

グループホーム整備
せ い び

の促進
そくしん

も合
あ

わせて進
すす

めます。また、居住
きょじゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

も図
はか

り

ます。 
 

 障害者用
しょうがいしゃよう

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

障害者用
しょうがいしゃよう

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

 

・障害者
しょうがいしゃ

住宅
じゅうたく

のニーズが

高
たか

い。 

・障害者
しょうがいしゃ

が自立
じ り つ

して生活
せいかつ

できるよう、

公
こう

営
えい

住
じゅう

宅
たく

において障害者向
しょうがいしゃむ

け 住
じゅう

宅
たく

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

 

 グループホーム整備
せ い び

の促進
そくしん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

グループホー

ム整備
せいび

の促進
そくしん

 

・障害者
しょうがいしゃ

の高齢化
こうれいか

や障害
しょうがい

の重度化
じゅうどか

、家族
か ぞ く

の高齢化
こうれいか

などを背景
はいけい

に、重度
じゅうど

・

重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

も利用
り よ う

でき

るグループホームの需要
じゅよう

がある。 

・重度
じゅうど

・ 重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

が

利用
り よ う

できるグループホー

ムが不足
ふ そ く

している。 

・重度
じゅうど

・重複障害者向け
 ちょうふくしょうがいしゃむ 

や日中
にっちゅう

サー

ビス支援型
しえんがた

のグループホームの

整備
せ い び

について、事業者
じぎょうしゃ

に働き
 はたら  

かけま

す。 

・グループホームに対
たい

する適切
てきせつ

な指導
し ど う

等
とう

や、ネットワークづくりの推進
すいしん

に

より、サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

り

ます。 

 障害者
しょうがいしゃ

が住
す

みなれた地域
ち い き

で暮
く

らし続
つづ

けられるよう、住居
じゅうきょ

の供 給
きょうきゅう

、確保
か く ほ

を進
すす

め

るとともに、住宅
じゅうたく

設備
せ つ び

の改善
かいぜん

、居住
きょじゅう

に関
かん

する相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

などの支援
し え ん

を行
おこな

い

ます。 

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

４ 
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 居住
きょじゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

居
きょ

住
じゅう

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

の

充
じゅう

実
じつ

 

・居住
きょじゅう

に関
かん

する相談
そうだん

や入居
にゅうきょ

の紹介
しょうかい

、

手続
て つ づ

きなどの支援
し え ん

を行っ
 おこな  

ており、継続
けいぞく

して取
と

り組
く

む必要
ひつよう

がある。 

・居住
きょじゅう

に関
かん

する相談
そうだん

や入居
にゅうきょ

の 紹
しょう

介
かい

、手続
て つ づ

きなどの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

②暮
く

らしやすい住宅
じゅうたく

への改修
かいしゅう

 

 障害者
しょうがいしゃ

が生活
せいかつ

しやすい住宅
じゅうたく

への改修
かいしゅう

を進
すす

めるため、個人
こ じ ん

住宅
じゅうたく

などの設備
せ つ び

の改善
かいぜん

について給付
きゅうふ

するとともに、改善
かいぜん

のための相談
そうだん

を充実
じゅうじつ

します。 

 

 住宅設備
じゅうたくせつび

改善
かいぜん

の支援
し え ん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

住宅設備改善
じゅうたくせつびかいぜん

に関
かん

する相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

 

・住宅設備改善
じゅうたくせつびかいぜん

に関
かん

する相談
そうだん

を必要
ひつよう

と

している人
ひと

がいる。 

・住宅設備改善
じゅうたくせつびかいぜん

についての相談
そうだん

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

住宅設備改善
じゅうたくせつびかいぜん

の給付
きゅうふ

 

・住宅設備改善
じゅうたくせつびかいぜん

の給
きゅう

付
ふ

を必要
ひつよう

としてい

る人
ひと

がいる。 

・障害者
しょうがいしゃ

が生活
せいかつ

しやすい住宅
じゅうたく

への

改修
かいしゅう

を促進
そくしん

するため、住宅設備
じゅうたくせつび

改
かい

善
ぜん

の給付
きゅうふ

を引
ひ

き続
つづ

き行い
 おこな  

ます。 
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（３）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の整備
せ い び

 

 

 

 

 

 

①施設
し せ つ

整備
せ い び

の促進
そくしん

 

 障害者
しょうがいしゃ

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の充実
じゅうじつ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

の拡充
かくじゅう

に向
む

けて、通所
つうしょ

施設
し せ つ

等
とう

の

整備
せ い び

を進
すす

めます。 
 

 通所
つうしょ

施設
し せ つ

等
とう

の整備
せ い び

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

通
つう

所
しょ

施
し

設
せつ

等
とう

の整
せい

備
び

 

・障害者
しょうがいしゃ

の介護
か い ご

、訓練
くんれん

、創作
そうさく

・

生産
せいさん

活動
かつどう

及
およ

び相談
そうだん

、 就労
しゅうろう

移
い

行
こう

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を

行
おこな

う日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

施設
し せ つ

の数
かず

は

増加
ぞ う か

しているが、行動
こうどう

障害
しょうがい

や

医療的
いりょうてき

ケア等
とう

多様
た よ う

なニーズに

対応
たいおう

できる通所
つうしょ

施設
し せ つ

が必要
ひつよう

と

されている。 

・ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

の 通所
つうしょ

施設
し せ つ

等
とう

の受
う

け入
い

れ時間
じ か ん

延長
えんちょう

や重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

の受
う

け入
い

れ先
さき

が不足
ふ そ く

している。 

・肢体
し た い

不自由者
ふ じ ゆ う し ゃ

の施設
し せ つ

が少
すく

な

い。 

・障
しょう

害
がい

者
しゃ

の地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

への移
い

行
こう

を

推
すい

進
しん

し、障
しょう

害
がい

者
しゃ

の社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

の

機
き

会
かい

を拡
かく

充
じゅう

するため、通
つう

所
しょ

施
し

設
せつ

等
とう

日
にっ

中
ちゅう

活
かつ

動
どう

の場
ば

のさらなる

充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。 

・特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

学
がっ

校
こう

卒業後
そつぎょうご

の通
つう

所
しょ

施
し

設
せつ

等
とう

の受
う

け入
い

れ時
じ

間
かん

の延長
 えんちょう

や

重度障害者
じゅうどしょうがいしゃ

を受
う

け入
い

れられる

通所施設等
つうしょしせつとう

のさらなる整
せい

備
び

を

進
すす

めます。 

・肢
し

体
たい

不
ふ

自
じ

由
ゆう

者
しゃ

の施
し

設
せつ

整
せい

備
び

を支
し

援
えん

します。 

 

  

 

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

及
およ

び地域
ち い き

定着
ていちゃく

を促進
そくしん

するために、関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し

ながら通所
つうしょ

施設
し せ つ

や既存
き ぞ ん

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた
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２．ともに学
まな

び、働
はたら

き、社会
しゃかい

参加
さ ん か

するために 

～ 教育
きょういく

・労働
ろうどう

・社会
しゃかい

活動
かつどう

への参加
さんか

を支援
しえん

する体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 ～ 

（１）学習
がくしゅう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 支援
し え ん

を要
よう

する児童
じ ど う

・生徒
せ い と

への教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

のもと、障害児
しょうがいじ

を受
う

け入
い

れる学校
がっこう

の体制
たいせい

などの整備
せ い び

、通常
つうじょう

の

学級
がっきゅう

における障害理解
しょうがいりかい

の推進
すいしん

や支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、大学
だいがく

などの高等
こうとう

教育
きょういく

の機会
き か い

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 
 

  

可能
か の う

な限
かぎ

り全
すべ

ての児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が共
とも

に教育
きょういく

を受
う

けられるよう、また、支援
し え ん

を要
よう

する

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が、その年齢
ねんれい

及
およ

び能力
のうりょく

に応
おう

じ、かつ、その特性
とくせい

を踏
ふ

まえた十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

が受
う

けられるよう、教育
きょういく

環境
かんきょう

を整備
せ い び

していきます。さらに、学齢期
がくれいき

以降
い こ う

も自
みずか

らの

興味
きょうみ

や希望
き ぼ う

に基
もと

づいて、学
まな

びながら自立
じ り つ

した暮
く

らしができるよう、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた
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 通常
つうじょう

学級
がっきゅう

における支援
し え ん

と障害理解
しょうがいりかい

の推進
すいしん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

通常
つうじょう

学級
がっきゅう

にお

ける支援
し え ん

の充実
 じゅうじつ

 

・ 通常
つうじょう

学級
がっきゅう

に お い て

支援
しえん

を必要
ひつよう

とする児童
じどう

・

生徒
せ い と

について、心理士
し ん り し

に

よる 巡回
じゅんかい

指導
し ど う

や学校
がっこう

 

サポーターの配置
は い ち

、

就学
しゅうがく

支援
し え ん

シートの活用
かつよう

等
とう

を行っ
 おこな  

ており、引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

がある。 

・保育
ほ い く

園
えん

・幼稚園
ようちえん

・小学校
しょうがっこう

等
とう

の連携
れんけい

により、保育
ほ い く

・

教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

の連携
れんけい

及
およ

び

知識
ち し き

の習得
しゅうとく

を図
はか

ってお

り、引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

んで

いく必要
ひつよう

がある。 

・特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とす

る児童
じ ど う

・生徒数
せいとすう

が年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、その背景
はいけい

も多様化
た よ う か

・複雑化
ふくざつか

してい

る。 

・ 通常
つうじょう

学級
がっきゅう

における障害児
しょうがいじ

一人
ひ と り

 

ひとりの教育的
きょういくてき

ニーズの多様化
た よ う か

に応
おう

じて、心理士
し ん り し

による巡回
じゅんかい

指導
し ど う

や学校
がっこう

サポーターの配置
は い ち

による

学習
がくしゅう

環境
かんきょう

のさらなる整備
せ い び

を引
ひ

き

続
つづ

き行い
 おこな  

ます。 

・就学
しゅうがく

支援
し え ん

シートの活用
かつよう

により、

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

に良好
りょうこう

な教育
きょういく

環境
かんきょう

を提
てい

供
きょう

します。 

・小学校
しょうがっこう

を中心
ちゅうしん

に作成
さくせい

するスター

トカリキュラムを活用
かつよう

し、接続期
せつぞくき

の支援
し え ん

を行い
 おこな  

ます。 

・小中学校
しょうちゅうがっこう

におけるマイファイル

作成
さくせい

のため、各学校
かくがっこう

が保管
ほ か ん

、引
ひ

き継
つ

いでいく支援
し え ん

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の情報
じょうほう

をまとめるサポートファ

イルの仕組
し く

みを推進
すいしん

します。 

・総合
そうごう

教育
きょういく

相談
そうだん

の相談員
そうだんいん

の専門性
せんもんせい

を高
たか

めることにより、保護者
ほ ご し ゃ

や

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

、学校
がっこう

からの相談
そうだん

への

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・幼児期
よ う じ き

からの相談
そうだん

体制
たいせい

を含
ふく

め、

教育
きょういく

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

の各分野
かくぶんや

の関係
かんけい

機関
き か ん

相互
そ う ご

の連携
れんけい

体制
たいせい

を  

強化
きょうか

し、一体的
いったいてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の仕
し

 

組
く

みを構築
こうちく

します。  
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通
つう

常
じょう

学
がっ

級
きゅう

にお

ける障害理解
しょうがいりかい

の

推
すい

進
しん

 

・通常
つうじょう

学級
がっきゅう

の児童
じ ど う

・生
せい

徒
と

、保護者
ほ ご し ゃ

、教 職 員
きょうしょくいん

に

対
たい

して、障害理解
しょうがいりかい

のため

のガイドブックを活用
かつよう

した授業
じゅぎょう

や、各種
かくしゅ

研修
けんしゅう

等
とう

を 通
つう

じ 障害理解
しょうがいりかい

の

推進
すいしん

を図
はか

っており、引
ひ

き

続
つづ

き取
と

り組
く

んでいく

必要
ひつよう

がある。 

・インクルーシブ教育
きょういく

が

推進
すいしん

されている。 

・学校
がっこう

において児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の発達
はったつ

段階
だんかい

や 障害
しょうがい

に 

応
おう

じた指導
し ど う

・支援
し え ん

が求
もと

め

られている。 

・教 職 員
きょうしょくいん

や学校
がっこう

サポーターに対
たい

し

て、引
ひ

き続
つづ

き特別
とくべつ

支援教育
しえんきょういく

や障害
しょうがい

理解
り か い

に関
かん

する研修
けんしゅう

を行っ
 おこな  

ていき

ます。 

・小学生
しょうがくせい

を対象
たいしょう

に、ガイドブック

を活用
かつよう

して障害理解
しょうがいりかい

に関
かん

する 教
きょう

育
いく

を実施
じ っ し

します。 

・共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、副籍
ふくせき

制度
せ い ど

や障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

との交流
こうりゅう

等
とう

に

より、障害
しょうがい

のある子
こ

どもとない子
こ

どもとの共同
きょうどう

学習
がくしゅう

や、地域
ち い き

の障
しょう

害者
がいしゃ

との交流
こうりゅう

を通
とお

して障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めていきます。 

 

 就学前
しゅうがくまえ

の療育
りょういく

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

就学前
しゅうがくまえ

の療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

 

・ 就
しゅう

学
がく

前
まえ

の 療
りょう

育
いく

ができ

る機
き

関
かん

の整
せい

備
び

は行わ
 おこな  

れ

ているが、 重
じゅう

症
しょう

心
しん

身
しん

障
しょう

害
がい

児
じ

等
とう

の 療
りょう

育
いく

がで

きる機
き

関
かん

の整
せい

備
び

はまだ

十
じゅう

分
ぶん

ではない。 

・ 就
しゅう

学
がく

前
まえ

の障害児
しょうがいじ

に関
かん

す

る相
そう

談
だん

のニーズが高
たか

い。 

・就学前
しゅうがくまえ

の障害児
しょうがいじ

に対
たい

し、早期
そ う き

に

適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行う
 おこな  

ため、療育
りょういく

に関
かん

する相談
そうだん

ができる場
ば

や療育
りょういく

ができ

る機関
き か ん

について周知
しゅうち

を図
はか

るととも

に 、重症心身障害児等の
 じゅうしょうしんしんしょうがいじとう 

療育
りょういく

が

できる機関
き か ん

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

・就学前
しゅうがくまえ

の障害児
しょうがいじ

の療育
りょういく

に関
かん

する

相談
そうだん

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
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特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の充実
じゅうじつ

 

・特別支援学級
とくべつしえんがっきゅう

の需
じゅ

要
よう

が

高
たか

まっている地
ち

域
いき

におい

て、さらなる学
まな

ぶ環
かん

境
きょう

の

充
じゅう

実
じつ

に取
と

り組
く

んでいく

必
ひつ

要
よう

がある。 

・障
しょう

害
がい

児
じ

については、就
しゅう

学
がく

前
まえ

に関
かん

係
けい

機
き

関
かん

が 情
じょう

報
ほう

共
きょう

有
ゆう

を行い
 おこな 

、就
しゅう

学
がく

後
ご

の

適
てき

切
せつ

な支
し

援
えん

につなげて

いるが、さらなる取
とり

組
くみ

が

必
ひつ

要
よう

である。 

・地
ち

域
いき

の実
じつ

情
じょう

に応
おう

じて、知的障
ちてきしょう

害
がい

（固
こ

定
てい

制
せい

）学
がっ

級
きゅう

の新
しん

設
せつ

や特
とく

別
べつ

支援教室
しえんきょうしつ

拠
きょ

点
てん

校
こう

のグループ再
さい

編
へん

について検
けん

討
とう

していきます。 

・子
こ

ども達
たち

の特
とく

性
せい

や 障
しょう

害
がい

に応
おう

じた適
てき

切
せつ

な指
し

導
どう

や学
がく

習
しゅう

の機
き

会
かい

を得
え

られる

よう 教
きょう

員
いん

の育
いく

成
せい

を図
はか

っていくと同
どう

時
じ

に、特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

コーディネータを

中
ちゅう

心
しん

とした、校
こう

内
ない

での指
し

導
どう

・支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。 

・特別支援学級
とくべつしえんがっきゅう

において、 障
しょう

害
がい

児
じ

が

十
じゅう

分
ぶん

な教
きょう

育
いく

を受
う

けられるよう、合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

の視
し

点
てん

を持
も

った施
し

設
せつ

の整
せい

備
び

や支
し

援
えん

機
き

関
かん

等
とう

の活
かつ

用
よう

を図
はか

ります。 

・引
ひ

き続
つづ

き、 就
しゅう

学
がく

前
まえ

から関
かん

係
けい

機
き

関
かん

と 

の連
れん

携
けい

を進
すす

め、より適
てき

切
せつ

な支
し

援
えん

や、

教
きょう

育
いく

内
ない

容
よう

の充
じゅう

実
じつ

につなげます。 

 

 高等
こうとう

教育
きょういく

の機会
き か い

の確保
か く ほ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

高
こう

等
とう

教
きょう

育
いく

の

機会
き か い

の確
かく

保
ほ

 

・一
いち

部
ぶ

の大
だい

学
がく

では、障
しょう

害
がい

のある学
がく

生
せい

に配
はい

慮
りょ

した

教
きょう

育
いく

環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

を進
すす

めているが、依
い

然
ぜん

として

障
しょう

害
がい

者
しゃ

が高
こう

等
とう

教
きょう

育
いく

を

受
う

ける機
き

会
かい

を得
え

るのは

難し
むずか 

い。 

・障害者
しょうがいしゃ

の高等
こうとう

教育
きょういく

の機会
きかい

を確保
かくほ

 

するため、市内
しない

の大学
だいがく

等
とう

に障害者
しょうがいしゃ

の

受
う

け入
い

れと障害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した学習
がくしゅう

環境
かんきょう

の整備
せいび

を働き
 はたら 

かけます。 

・大学
だいがく

コンソーシアム八王子
はちおうじ

において、

障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

む多様
たよう

な学生
がくせい

への対応
たいおう

 

について、理解
りかい

を深
ふか

めていきます。 
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② 生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の推進
すいしん

 

障害者
しょうがいしゃ

が主体的
しゅたいてき

に生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

活動
かつどう

に参加
さ ん か

し、学
まな

びの成果
せ い か

を活
い

かして、ともに充実
じゅうじつ

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を送
おく

れるよう、多様
た よ う

な学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

や活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

を 行
おこな

うとと

もに、障害者
しょうがいしゃ

が講座
こ う ざ

や講習
こうしゅう

を受
う

けるための環境
かんきょう

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

 

 学習
がくしゅう

機会
き か い

の拡大
かくだい

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

講
こう

座
ざ

・講習を
 こうしゅう 

受
う

ける

ための環境整備
かんきょうせいび

 

・市民
し み ん

講座
こ う ざ

・講習
こうしゅう

の開催
かいさい

情報
じょうほう

と合
あ

わせて、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

す 

る講座受講料
こうざじゅこうりょう

の減免
げんめん

制度
せ い ど

 

について周知
しゅうち

しているが、

市民
し み ん

講座
こ う ざ

等
とう

への参加者数
さ ん か し ゃ す う

  

はまだ少
すく

ない。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

る 

上
うえ

で必要
ひつよう

な知識
ち し き

や能力
のうりょく

を学
がく

習
しゅう

する機会
き か い

が必要
ひつよう

とされて

いる。 

・市
し

民
みん

講
こう

座
ざ

・講
こう

習
しゅう

に 障
しょう

害
がい

者
しゃ

 

が参
さん

加
か

しやすいよう、会
かい

場
じょう

、

設
せつ

備
び

や資料
しりょう

に工
く

夫
ふう

を施す
 ほ ど こ  

 

等
とう

の様
さま

々
ざま

な取
とり

組
くみ

を行っ
 おこな  

てい

るが、引
ひ

き続
つづ

き 障
しょう

害
がい

者
しゃ

への

配
はい

慮
りょ

が必
ひつ

要
よう

である。 

・市
し

民
みん

講
こう

座
ざ

・講習
こうしゅう

の開
かい

催
さい

情
じょう

報
ほう

や 障
しょう

害
がい

者
しゃ

に対
たい

する

講座受講料
こうざじゅこうりょう

の減
げん

免
めん

制
せい

度
ど

に

ついて、引
ひ

き続
つづ

き市
し

の 

ホームページ等
とう

で 情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

を行い
 おこな  

、 障
しょう

害
がい

者
しゃ

の

生
しょう

涯
がい

学
がく

習
しゅう

への参
さん

加
か

機
き

会
かい

の拡
かく

大
だい

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

を対
たい

象
しょう

とした講
こう

座
ざ

・講
こう

習
しゅう

を増
ふ

やしたり、

一
いっ

般
ぱん

の講
こう

座
ざ

・講
こう

習
しゅう

におい

ても 障
しょう

害
がい

者
しゃ

が参
さん

加
か

しや

すい配
はい

慮
りょ

を行う
 おこな  

など、生
しょう

涯
がい

学
がく

習
しゅう

への参
さん

加
か

機
き

会
かい

の

拡
かく

充
じゅう

を図
はか

ります。 
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 自主的
じしゅてき

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

の支援
し え ん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

自主的
じしゅてき

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

を行う
 お こ な  

ための場
ば

の

提供
ていきょう

 

・各大学
かくだいがく

等
とう

の施設開放状
しせつかいほうじょう

況
きょう

（ 図書館
としょかん

施設
し せ つ

・ 運動
うんどう

施設
し せ つ

・

教室
きょうしつ

等
とう

）を大学
だいがく

コンソーシ

アム八王子
はちおうじ

のホームページ

にて公
こう

開
かい

しているが、自主
じ し ゅ

的
てき

な学習
がくしゅう

を行う
 おこな  

ための場
ば

が

さらに必要
ひつよう

である。 

・施設
し せ つ

の使用料
しようりょう

の減免
げんめん

やバリ 

アフリー化
か

など 障
しょう

害
がい

者
しゃ

への

学習
がくしゅう

支援
し え ん

を行っ
 おこな 

ているが、自
じ

主
しゅ

的
てき

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

を行う
 おこな  

ため

のさらなる支援
しえん

が必要
ひつよう

である。 

・施
し

設
せつ

の開放状況
かいほうじょうきょう

につい

て 情報提供
じょうほうていきょう

を行う
 おこな 

とと

もに、大
だい

学
がく

等
とう

に施
し

設
せつ

開
かい

放
ほう

へ

の協
きょう

力
りょく

を働き
 はたら 

かけます。 

・ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

が自
じ

主
しゅ

的
てき

な学
がく

習
しゅう

活
かつ

動
どう

を行う
 おこな  

ためのグルー

プの活
かつ

動
どう

を支
し

援
えん

します。 

・自
じ

主
しゅ

活
かつ

動
どう

グループを支
し

援
えん

するため、講
こう

師
し

、指
し

導
どう

者
しゃ

等
とう

の派
は

遣
けん

を進
すす

めます。 
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（２）就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

 

 

 

 

 

 

 

①就労
しゅうろう

支援
し え ん

の促進
そくしん

 

 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び企業
きぎょう

への就労
しゅうろう

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

・相談
そうだん

機能
き の う

を強化
きょうか

し、就労
しゅうろう

の促進
そくしん

及
およ

び定着
ていちゃく

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。また、企業
きぎょう

が障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

や、

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

における官公需
かんこうじゅ

の拡大
かくだい

など、難病
なんびょう

を含
ふく

めた障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

の機会
き か い

の

拡充
かくじゅう

を図
はか

ります。 

 

 情報
じょうほう

提供
ていきょう

・相談
そうだん

機能
き の う

の強化
きょうか

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

・

相
そう

談
だん

機
き

能
のう

の

強
きょう

化
か

 

・就
しゅう

労
ろう

希
き

望
ぼう

の障
しょう

害
がい

者
しゃ

、雇
こ

用
よう

を希
き

望
ぼう

する企業
きぎょう

に対
たい

して、障
しょう

害
がい

者
しゃ

雇
こ

用
よう

に関
かん

する 情
じょう

報
ほう

及
およ

び 障
しょう

害
がい

者
しゃ

就
しゅう

労
ろう

に関
かん

する 情
じょう

報
ほう

の交
こう

換
かん

や発
はっ

信
しん

を行っ
 おこな  

ているが、十
じゅう

分
ぶん

ではない。 

・障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センタ

ー等
とう

と連携
れんけい

し、引
ひ

き続
つづ

き障
しょう

害
がい

者
しゃ

向
む

けの職
しょく

業
ぎょう

相
そう

談
だん

を実
じっ

施
し

すると

ともに、障害者
しょうがいしゃ

と企業
きぎょう

の双方
そうほう

に

向
む

けた難病
なんびょう

を含
ふく

めた障害者
しょうがいしゃ

の

雇用
こ よ う

に関
かん

する情報
じょうほう

の発信
はっしん

を強
きょう

化
か

します。 

 

 

 地域
ち い き

における自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を進
すす

めるため、就労
しゅうろう

に関
かん

する相談
そうだん

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、企業
きぎょう

等
とう

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

や福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

のさらなる活用
かつよう

など

多様
た よ う

な就労
しゅうろう

の機会
き か い

の拡充
かくじゅう

や、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた
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 就労
しゅうろう

の促進
そくしん

と定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

就労
しゅうろう

ネット

ワークの構築
こうちく

 

・障
しょう

害
がい

者
しゃ

地
ち

域
いき

自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

協
きょう

議
ぎ

会
かい

において、支
し

援
えん

事
じ

例
れい

の検
けん

討
とう

や 求
きゅう

人
じん

に関
かん

する

情
じょう

報
ほう

交
こう

換
かん

を行う
 おこな  

など、

関
かん

係
けい

各
かく

所
しょ

との連
れん

携
けい

を図
はか

っているが、さらなる連
れん

携
けい

の強化
きょうか

が必
ひつ

要
よう

である。 

・特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

学
がっ

校
こう

の卒
そつ

業
ぎょう

生
せい

を対
たい

象
しょう

に、就
しゅう

労
ろう

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

等
とう

のアセスメント

を行う
 おこな  

など、 就
しゅう

労
ろう

への

円
えん

滑
かつ

な移
い

行
こう

と 就
しゅう

労
ろう

継
けい

続
ぞく

を図
はか

っており、引
ひ

き続
つづ

き

取
と

り組
く

む必
ひつ

要
よう

がある。 

・一般
いっぱん

就労
しゅうろう

後
ご

、就
しゅう

労
ろう

を定
てい

着
ちゃく

していけるよう支援
し え ん

が必要
ひつよう

である。 

・障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

を活用
かつよう

し、ハローワークや 障
しょう

害
がい

者
しゃ

就
しゅう

労
ろう

・

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

センター、特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

学
がっ

校
こう

、

企
き

業
ぎょう

等
とう

との連
れん

携
けい

などを図
はか

りなが

ら、難
なん

病
びょう

を含
ふく

めた 障
しょう

害
がい

者
しゃ

の 就
しゅう

労
ろう

を支
し

援
えん

します。 

就
しゅう

労
ろう

移
い

行
こう

支
し

援
えん

施
し

設
せつ

等
とう

の活
かつ

用
よう

 

・就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

の活用
かつよう

などに

より、就労
しゅうろう

への移行
い こ う

を促進
そくしん

します。 

個別
こ べ つ

移行
い こ う

支援
し え ん

計画
けいかく

の活用
かつよう

 

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

生徒
せ い と

に対
たい

する個別
こ べ つ

移
い

 

行
こう

支援
し え ん

計画
けいかく

を有効
ゆうこう

活用
かつよう

し、就労
しゅうろう

・

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターなどが中心
ちゅうしん

とな

って、障害者
しょうがいしゃ

・家族
か ぞ く

・学校
がっこう

・通所
つうしょ

施設
し せ つ

（福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

）・企業
きぎょう

などが連携
れんけい

し、

就労
しゅうろう

支援
し え ん

を促進
そくしん

します。 

就
しゅう

労
ろう

定
てい

着
ちゃく

支
し

援
えん

の活
かつ

用
よう

 

・平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

（２０１８年度
ね ん ど

）新設
しんせつ

のサービスのため、今後
こ ん ご

さらなるサ

ービスの浸透
しんとう

を図
はか

り、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

の

支援
し え ん

に繋
つな

げていきます。 

 

  

４ 
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  企業
きぎょう

への啓発
けいはつ

及
およ

び就労
しゅうろう

・雇用
こ よ う

の拡大
かくだい

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

企業
きぎょう

への啓発
けいはつ

及
およ

び就労
しゅうろう

・

雇用
こ よ う

の拡大
かくだい

 

・全
すべ

ての企業
きぎょう

等
とう

が 障
しょう

害
がい

者
しゃ

法
ほう

定
てい

雇
こ

用
よう

率
りつ

を達
たっ

成
せい

しているわけではない。 

・市
し

内
ない

企業
きぎょう

への 障
しょう

害
がい

者
しゃ

雇
こ

用
よう

の働き
 はたら  

かけや 障
しょう

害
がい

者
しゃ

就
しゅう

労
ろう

・生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

センターのジョブコ

ー チ の 派
は

遣
けん

等
とう

を行っ
 おこな  

ているが、 障
しょう

害
がい

者
しゃ

が

働く
はたら 

ための職場
しょくば

環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

はまだ 十
じゅう

分
ぶん

と

は言
い

えない。 

・障害者
しょうがいしゃ

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

が段階的
だんかいてき

に引
ひ

き上
あ

げられることを踏
ふ

まえて、引
ひ

き続
つづ

き

市内
し な い

企業
きぎょう

へ障害者雇用
しょうがいしゃこよう

の実
じつ

例
れい

等
とう

の 情
じょう

報
ほう

を提
てい

供
きょう

し、障害者雇用
しょうがいしゃこよう

への理
り

解
かい

及
およ

び

職場環境整備
しょくばかんきょうせいび

の促
そく

進
しん

を働き
 はたら  

かけます。 

・障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターの 

ジョブコーチの派遣
は け ん

等
とう

により、企業
きぎょう

 

が雇用
こ よ う

しやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。 

・市役所
しやくしょ

において安定
あんてい

した障害者
しょうがいしゃ

の

雇用
こ よ う

を推進
すいしん

します。 

・障害者
しょうがいしゃ

の積極的
せっきょくてき

雇用
こ よ う

などを行っ
 おこな  

てい

る企業
きぎょう

を表彰し
 ひょうしょう 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
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 福祉的就労
ふくしてきしゅうろう

の促進
そくしん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

通
つう

所
しょ

施
し

設
せつ

での

福祉的就労
ふくしてきしゅうろう

の

促
そく

進
しん

 

・各
かく

種
しゅ

の通
つう

所
しょ

施
し

設
せつ

（福祉的就
ふくしてきしゅう

 

労
ろう

）の施
し

設
せつ

数
すう

と利用者数
りようしゃすう

は増
ぞう

加
か

しているが、利
り

用
よう

者
しゃ

のニーズ

を満
み

たしていない施
し

設
せつ

がある。 

・「八
はち

王
おう

子
じ

市
し

が行う
 おこな  

障
しょう

害
がい

者
しゃ

就
しゅう

労
ろう

施
し

設
せつ

等
とう

からの物
ぶっ

品
ぴん

等
とう

の 調
ちょう

達
たつ

方
ほう

針
しん

」に基
もと

づき、市
し

や指
し

定
てい

管
かん

理
り

者
しゃ

、外
がい

郭
かく

団
だん

体
たい

から 障
しょう

害
がい

者
しゃ

就労施
しゅうろうし

設
せつ

等
とう

への物
ぶっ

品
ぴん

や  

サービスの優
ゆう

先
せん

的
てき

な発
はっ

注
ちゅう

を 

行っ
おこな 

ているが、今
こん

後
ご

も継
けい

続
ぞく

的
てき

に官
かん

公
こう

需
じゅ

を拡
かく

大
だい

するととも

に、民
みん

間
かん

からの発
はっ

注
ちゅう

を促
そく

進
しん

し、就
しゅう

労
ろう

の機
き

会
かい

の拡
かく

充
じゅう

を図
はか

る必
ひつ

要
よう

がある。  

・障
しょう

害
がい

者
しゃ

の工
こう

賃
ちん

アップや就
しゅう

労
ろう

意
い

欲
よく

の向
こう

上
じょう

を目
もく

的
てき

として、

製
せい

品
ひん

の販
はん

路
ろ

拡
かく

大
だい

や 共
きょう

同
どう

開
かい

発
はつ

等
とう

に向
む

けたネットワークの

強
きょう

化
か

を図
はか

ったが、さらなる

取
とり

組
くみ

が必
ひつ

要
よう

である。 

・ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

の福祉的就労
ふくしてきしゅうろう

の機
き

会
かい

拡
かく

大
だい

等
とう

のため、農
のう

福
ふく

連
れん

携
けい

の取
とり

組
くみ

が期
き

待
たい

されている。 

・通所
つうしょ

施設
し せ つ

（福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

）に  

対
たい

し、適切
てきせつ

な指導
し ど う

等
とう

を行う
 おこな  

こと 

により、サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を働き
 はたら  

かけます。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の

日中活動支援事業所連絡会
にっちゅうかつどうしえんじぎょうしょれんらくかい

で 

の検討
けんとう

を通
つう

じ、障害者
しょうがいしゃ

の工賃
こうちん

の

向上
こうじょう

を視野
し や

に入
い

れて、官公需
かんこうじゅ

の

さらなる拡大
かくだい

を図
はか

るとともに、

「かてかて」と連携
れんけい

しつつ民間
みんかん

企業
きぎょう

等
とう

に対
たい

して障害者福祉
しょうがいしゃふくし

施
し

設
せつ

等
とう

への 積極的
せっきょくてき

な 発注
はっちゅう

を働
 はたら

きかけます。 

・就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

などを活
かつ

用
よう

することにより、障
しょう

害
がい

者
しゃ

の福
ふく

祉
し

的
てき

就
しゅう

労
ろう

を促
そく

進
しん

します。 

・関係
かんけい

所管
しょかん

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

の実
じつ

 

情
じょう

を踏
ふ

まえた農
のう

福
ふく

連携
れんけい

の実施
じ っ し

に向
む

けた方策
ほうさく

を検
けん

討
とう

しつつ、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

への協力を
 きょうりょく 

求
もと

めます。 

４ 
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（３）社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

 

 

 

 

 

 

①様々
さまざま

な活動
かつどう

への参加
さ ん か

促進
そくしん

 

 障害者
しょうがいしゃ

が積極的
せっきょくてき

に社会
しゃかい

参加
さ ん か

できるよう、地域
ち い き

活動
かつどう

やスポーツ・文化
ぶ ん か

・表現
ひょうげん

活動
かつどう

を

支援
し え ん

します。 
 

 社会
しゃかい

参加
さ ん か

への環境整備
かんきょうせいび

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

への

環境整備
かんきょうせいび

 

・市内
し な い

の美術館
びじゅつかん

や市民
し み ん

会館
かいかん

、 

ス ポ ー ツ 施設
し せ つ

等
とう

に お い て

入 館 料
にゅうかんりょう

や使
し

用
よう

料
りょう

の減免
げんめん

を

実施
じ っ し

し、障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

し

やすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

を図
はか

って

いるが、今後
こ ん ご

も拡
かく

充
じゅう

を図
はか

る

必要
ひつよう

がある。 

・福祉
ふ く し

まつりやふれあい運動会
うんどうかい

等
とう

のイベントへの障害者
しょうがいしゃ

の

参加
さ ん か

を促
そく

進
しん

しているが、引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

がある。 

・障害者
しょうがいしゃ

がスポーツ、文化
ぶ ん か

、レ

クリエーションなどの社会
しゃかい

参加
さ ん か

活動
かつどう

により参加
さ ん か

しやすい

環境
かんきょう

をつくるために、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

への啓発
けいはつ

を進
すす

めま

す。また、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

との

連携
れんけい

を図
はか

り、ボランティアセン

ターや市民
し み ん

活動
かつどう

支援
し え ん

センター

の活用
かつよう

による環境
かんきょう

整備
せ い び

やボラ

ンティア活動
かつどう

を促進
そくしん

します。 

 

 

 障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

の社会
しゃかい

活動
かつどう

の機会
き か い

を積極的
せっきょくてき

に

つくり、充実
じゅうじつ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう支援
し え ん

します。 

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

４ 
 
 



  「 ２－（４）－ ① 」 

- 67 - 

 

（４）まちづくりの推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

①交通
こうつう

機関
き か ん

・建築物
けんちくぶつ

等
とう

のバリアフリー化
か

の推進
すいしん

 

 福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

するため、建築物
けんちくぶつ

等
とう

のバリアフリー化
か

や移動
い ど う

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 
 

 建築物
けんちくぶつ

等
とう

のバリアフリー化
か

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

建築物
けんちくぶつ

等
とう

の  

バリアフリー化
か

 

・市
し

街
がい

地
ち

の建
たて

物
もの

、道
どう

路
ろ

や歩
ほ

道
どう

、交
こう

通
つう

機
き

関
かん

、既
き

存
ぞん

の施
し

設
せつ

の

バリアフリー化
か

及
およ

び街
まち

中
なか

での 障
しょう

害
がい

者
しゃ

への公
こう

共
きょう

情
じょう

報
ほう

の 表
ひょう

示
じ

を進
すす

め

ているが、まだ十
じゅう

分
ぶん

とは言
い

えない。 

・福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

するために、関係
かんけい

機
き

関
かん

への啓
けい

発
はつ

を進
すす

めるとともに公
こう

共
きょう

建
けん

築
ちく

物
ぶつ

、道
どう

路
ろ

や交
こう

通
つう

機
き

関
かん

などの整
せい

備
び

においては、

その検
けん

討
とう

段
だん

階
かい

に障害当事者
しょうがいとうじしゃ

が参
さん

加
か

すること

で、障
しょう

害
がい

者
しゃ

が安
あん

全
ぜん

に利
り

用
よう

できる施
し

設
せつ

整
せい

備
び

を

促
そく

進
しん

します。また、視
し

覚
かく

・聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

害
がい

者
しゃ

への

情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

として点
てん

字
じ

や音
おん

声
せい

案
あん

内
ない

システ

ム・電
でん

光
こう

掲
けい

示
じ

板
ばん

等
とう

の活
かつ

用
よう

を図
はか

ります。 

・既存
き ぞ ん

の施設
し せ つ

についてもバリアフリー化
か

を 

進
すす

めていきます。 

・多
た

数
すう

の人
ひと

が利
り

用
よう

する施
し

設
せつ

等
とう

の整
せい

備
び

において

は、東京都
とうきょうと

福
ふく

祉
し

のまちづくり 条
じょう

例
れい

等
とう

に基
もと

づ

き、だれもが使
つか

いやすい施
し

設
せつ

整
せい

備
び

に向
む

けて

指
し

導
どう

・助
じょ

言
げん

を行い
 おこな  

ます。 

 当事者
とうじしゃ

の参画
さんかく

により、誰
だれ

にでも開
ひら

かれたまちづくりを推進
すいしん

するため、建築物
けんちくぶつ

や

公共
こうきょう

施設
し せ つ

・公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

・情報
じょうほう

のバリアフリー化
か

を進
すす

めるなど、安全
あんぜん

で快適
かいてき

な

都市
と し

環境
かんきょう

の形成
けいせい

を図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

４ 
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 移動
い ど う

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

移動環境
いどうかんきょう

の

整備
せ い び

 

・道
どう

路
ろ

上
じょう

の 障
しょう

害
がい

物
ぶつ

の

減
げん

少
しょう

や思
おも

いやり 駐
ちゅう

車
しゃ

スペースの増
ぞう

加
か

、バ

スのノンステップ化
か

な ど 、 障
しょう

害
がい

者
しゃ

の

移動環境
いどうかんきょう

の整
せい

備
び

がな

されてきたが、さらな

る取
とり

組
くみ

が必
ひつ

要
よう

である。 

・自
じ

転
てん

車
しゃ

の道
どう

路
ろ

上
じょう

の放
ほう

置
ち

台
だい

数
すう

や撤
てっ

去
きょ

台
だい

数
すう

は

年
ねん

々
ねん

減
へ

ってきている。 

・駅
えき

施設
し せ つ

の昇降
しょうこう

設備
せ つ び

や駅前
えきまえ

広場
ひ ろ ば

の整備
せ い び

を進
すす

めるとともに、違反
い は ん

広告物
こうこくぶつ

や不法
ふ ほ う

占用物
せんようぶつ

な

どの撤去
てっきょ

・指導
し ど う

を行い
 おこな  

、通行
つうこう

に支障
ししょう

のない

道路
ど う ろ

環境
かんきょう

づくりを進
すす

めます。 

・障害者
しょうがいしゃ

の移動
い ど う

環境整備
かんきょうせいび

のため、低床
ていしょう

ノン

ステップバスなどバス交通
こうつう

のバリアフリ

ー化
か

を引
ひ

き続
つづ

き促進
そくしん

していきます。 

・自転車駐車場
じてんしゃちゅうしゃじょう

や 駐輪帯
ちゅうりんたい

の整備
せ い び

を継
けい

続
ぞく

 

するなど、放置
ほ う ち

自転車
じてんしゃ

をなくす対策
たいさく

を  

進
すす

めていきます。 

・思
おも

いやり駐車
ちゅうしゃ

スペースを拡充
かくじゅう

します。 

・リフトバスの活用
かつよう

やタクシー・ガソリン券
けん

の支給
しきゅう

など、障害者
しょうがいしゃ

の移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

に

ついては、引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

んでいきます。 
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②情報
じょうほう

のバリアフリー化
か

 

 障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を行
おこな

うための各種通
かくしゅつう

訳者
やくしゃ

等
とう

の養成
ようせい

の促進
そくしん

や情報
じょうほう

機器
き き

の適切
てきせつ

な支給
しきゅう

を行
おこな

い、各障害
かくしょうがい

に応
おう

じた情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行
おこな

います。 

 

 通
つう

訳者
やくしゃ

等
とう

の養成
ようせい

配置
は い ち

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

通
つう

訳
やく

者
しゃ

等
とう

の

養
よう

成
せい

配
はい

置
ち

 

・手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

や盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

け通
つう

訳
やく

・介
かい

助
じょ

者
しゃ

等
とう

については継続的
けいぞくてき

な養成
ようせい

事業
じぎょう

を行っ
 おこな  

ているが、登
とう

録
ろく

者
しゃ

数
すう

の減
げん

少
しょう

に加
くわ

えて高
こう

齢
れい

化
か

も進
すす

んでいるため、さらなる養
よう

成
せい

の取
とり

組
くみ

が必
ひつ

要
よう

である。 

・ 失語症
しつごしょう

者
しゃ

向
む

け 意
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

者
しゃ

 

の養
よう

成
せい

を開始
か い し

したが、派
は

遣
けん

体
たい

制
せい

が整っ
 ととの  

ていないため、環境整備
かんきょうせいび

が必
ひつ

要
よう

である。 

・障
しょう

害
がい

者
しゃ

が社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

し、日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

を行う
 おこな 

ための手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

や盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

け通
つう

訳
やく

・介
かい

助
じょ

者
しゃ

の養
よう

成
せい

の促
そく

進
しん

を図
はか

り、 障
しょう

害
がい

者
しゃ

が利
り

用
よう

しやすい環
かん

境
きょう

整
せい

備
び

に努
つと

めます。 

・失語症
しつごしょう

者
しゃ

向
む

け意
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

者
しゃ

の養
よう

成
せい

のほか、失語症
しつごしょう

者
しゃ

の社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

のため、失語症
しつごしょう

サロンの立
た

ち上
あ

げ促
そく

進
しん

に努
つと

めます。 

 

 情報
じょうほう

機器
き き

の活用
かつよう

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

情報
じょうほう

機器
き き

の

活用
かつよう

 

・適切
てきせつ

な日常生活用具
にちじょうせいかつようぐ

を給付
きゅうふ

する

ことにより、障害者
しょうがいしゃ

への情
じょう

報
ほう

提供
ていきょう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を図
はか

っている

が、引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

んでいく

必要
ひつよう

がある。 

・社
しゃ

会
かい

環
かん

境
きょう

の変
へん

化
か

に応
おう

じて 障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

へのより適
てき

切
せつ

な 情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

の手
しゅ

段
だん

を検
けん

討
とう

し、効
こう

果
か

的
てき

な情
じょう

報
ほう

機
き

器
き

の活
かつ

用
よう

を図
はか

りま

す。 
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 各障害
かくしょうがい

に応
おう

じた情報
じょうほう

提供
ていきょう

の推進
すいしん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

各障害
かくしょうがい

に応
おう

じ

た情報
じょうほう

提供
ていきょう

の推進
すいしん

 

・各所管
かくしょかん

において音訳
おんやく

資料
しりょう

・

点字
て ん じ

資料
しりょう

・ 手話
し ゅ わ

動画
ど う が

の 作
さく

成
せい

 

などを行っ
 おこな  

ているが、各
かく

障
しょう

害
がい

に応
おう

じたサービスの提供
ていきょう

が

求
もと

められている。 

・手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

を活
かつ

用
よう

しているが、十分
じゅうぶん

ではない。 

・令和
れ い わ

元年
がんねん

（２０１９年
ねん

）に読書
どくしょ

バリアフリー法
ほう

が公布
こ う ふ

・施行
し こ う

された。 

・各障害
かくしょうがい

に応
おう

じた情報
じょうほう

提供
ていきょう

の

方
ほう

策
さく

をさらに推進
すいしん

します。 

・研修
けんしゅう

等
とう

を通
つう

じてイベント等
とう

に

おける手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

の活用
かつよう

を促し
 うなが  

、利用
り よ う

を促進
そくしん

し

ます。 

・図書館
としょかん

において宅配
たくはい

サービス、

音
おん

訳
やく

資料
しりょう

・点字
て ん じ

資料
しりょう

の作成
さくせい

、

対面
たいめん

朗読
ろうどく

などを行い
 お こ な  

、読
どく

書
しょ

活
かつ

動
どう

を推進
すいしん

します。 

 

 

 

４ 
 
 



  「 ２－（４）－ ③ 」 

- 71 - 

 

③防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の整備
せ い び

 

当事者
とうじしゃ

参画
さんかく

により防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

を推進
すいしん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

にとって安全
あんぜん

で快適
かいてき

な都市
と し

環境
かんきょう

や生活
せいかつ

環境
かんきょう

を整
ととの

えます。 

 

 防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

防
ぼう

災
さい

対
たい

策
さく

の推進
すいしん

 

・災害
さいがい

時
じ

に障害者
しょうがいしゃ

を地域
ち い き

で

支援
し え ん

するための「障害
しょうがい

があ

る方
かた

のための防災
ぼうさい

マニュア

ル」及
およ

び「障害者
しょうがいしゃ

サポート

マニュアル」の周知
しゅうち

を 行
おこな

い、防災
ぼうさい

意識
い し き

の向上
こうじょう

を図
はか

っ

ているが、見直
み な お

しとさらな

る周知
しゅうち

が必要
ひつよう

である。 

・障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び支援者
しえんしゃ

が市
し

の総
そう

合
ごう

防
ぼう

災
さい

訓
くん

練
れん

に参加
さ ん か

するなど、

障害者
しょうがいしゃ

への防災
ぼうさい

対策
たいさく

を進
すす

め

ているが、引
ひ

き続
つづ

き参
さん

加
か

を呼
よ

びかけていく必要
ひつよう

がある。 

・各災害
かくさいがい

に応
おう

じた福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

（二次
に じ

避難所
ひなんじょ

）のあり方
かた

を検
けん

討
とう

する必要
ひつよう

がある。 

・避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン（全体
ぜんたい

計画
けいかく

）の周知
しゅうち

を

図
はか

ります。 

・災害
さいがい

時
じ

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

体制
たいせい

として、地
ち

域
いき

支
し

援
えん

組
そ

織
しき

の結成
けっせい

と避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン

（個別
こ べ つ

計画
けいかく

）の策定
さくてい

を促進
そくしん

します。 

・障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

を対象
たいしょう

とする「障
しょう

害
がい

が

ある方
かた

のための防災
ぼうさい

マニュアル」及
およ

び支援者向
し え ん し ゃ む

けの「災
さい

害
がい

時
じ

障
しょう

害
がい

者
しゃ

サポ

ートマニュアル」の見
み

直
なお

しを行い
 おこな  

周
しゅう

知
ち

・活
かつ

用
よう

を図
はか

ります。 

・障害者
しょうがいしゃ

が防災
ぼうさい

訓練
くんれん

等
とう

に 積極的
せっきょくてき

に

参加
さ ん か

できるよう支援
し え ん

し、地域
ち い き

として

の防災
ぼうさい

意識
い し き

の高揚
こうよう

を図
はか

ります。 

・各災害
かくさいがい

に応
おう

じた福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

（二
に

次
じ

  

避
ひ

難
なん

所
じょ

）のあり方
かた

を関係
かんけい

機関
き か ん

と検討
けんとう

し、災
さい

害
がい

時
じ

の対応
たいおう

の改善
かいぜん

を図
はか

ります。 

 

４ 



「 ２－（４）－ ③ 」 

- 72 - 

 

避
ひ

難
なん

所
じょ

の

整 備
せ い び

 

・ 福
ふく

祉
し

避
ひ

難
なん

所
じょ

の 備
び

蓄
ちく

品
ひん

の 整
せい

備
び

 

や 入
にゅう

所
しょ

施
し

設
せつ

への緊
きん

急
きゅう

連
れん

絡
らく

用
よう

無
む

線
せん

機
き

の配
はい

備
び

、避
ひ

難
なん

所
じょ

生
せい

活
かつ

を

する 障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

に配
はい

慮
りょ

すべき

事項
じ こ う

を記載
き さ い

した「福
ふく

祉
し

避
ひ

難
なん

所
じょ

運
うん

営
えい

マニュアル」の策
さく

定
てい

など

を行っ
 おこな  

たが、より適
てき

切
せつ

な運
うん

営
えい

ができるよう見
み

直
なお

しが必要
ひつよう

で

ある。 

・災
さい

害
がい

時
じ

には、薬や
 くすり  

医
い

療
りょう

的
てき

ケア

の確
かく

保
ほ

、介
かい

助
じょ

犬
けん

の受
う

け入
い

れな

ど配
はい

慮
りょ

が必
ひつ

要
よう

なことがある。 

・避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

等
とう

で障
しょう

害
がい

者
しゃ

とのコミ

ュニケーションを円
えん

滑
かつ

に行う
 おこな  

必
ひつ

要
よう

がある。 

・障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

しやすく安心
あんしん

して

過
す

ごすことができるよう、情
じょう

報
ほう

伝
でん

達
たつ

手
しゅ

段
だん

の整
せい

備
び

やさらなる備
び

蓄
ちく

品
ひん

の

確
かく

保
ほ

を行う
 おこな  

など、福
ふく

祉
し

避
ひ

難
なん

所
じょ

（二
に

次
じ

避
ひ

難
なん

所
じょ

）の環
かん

境
きょう

を整
せい

備
び

します。 

・「福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

運営
うんえい

マニュアル」を見
み

直
なお

し、福
ふく

祉
し

避
ひ

難
なん

所
じょ

として活
かつ

用
よう

する

入
にゅう

所
しょ

施
し

設
せつ

に対
たい

して、避
ひ

難
なん

所
じょ

生
せい

活
かつ

を

する 障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

に配
はい

慮
りょ

すべき事
じ

項
こう

の周
しゅう

知
ち

を図
はか

ります。 

・災
さい

害
がい

発
はっ

生
せい

時
じ

の避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

等
とう

におい

て、コミュニケーションを円滑
えんかつ

に

行う
おこな 

ツールとして作成
さくせい

した「コミ

ュニケーション支援
し え ん

ボード」の活
かつ

用
よう

を図
はか

ります。 

 

 防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

・防
ぼう

犯
はん

に関
かん

する講
こう

座
ざ

を受
じゅ

講
こう

する

障
しょう

害
がい

者
しゃ

が少
すく

ない。 

・防
ぼう

犯
はん

対
たい

策
さく

パンフレットについ

ては、文
も

字
じ

を大
おお

きくしたり簡潔
かんけつ

で分
わ

かりやすい 表
ひょう

現
げん

、レイア

ウトにするなどの工
く

夫
ふう

を行っ
 おこな  

たが、引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

んでいく

必要
ひつよう

がある。 

・防
ぼう

犯
はん

講
こう

座
ざ

における 障
しょう

害
がい

者
しゃ

への配
はい

慮
りょ

と周
しゅう

知
ち

を図
はか

ります。 

・防
ぼう

犯
はん

パンフレットについては、よ

り多
おお

くの 障
しょう

害
がい

者
しゃ

が活
かつ

用
よう

できるよ

う配
はい

慮
りょ

します。 
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３．ともに支
ささ

えあうために 

～ 地域
ち い き

でともに支
ささ

えあう社会
しゃかい

の実現
じつげん

と障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

 ～ 
 

（１）地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

の基盤
き ば ん

づくり 

 

 

 

 

 

 

 

①推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

の基盤
き ば ん

づくりを図
はか

るため、福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の人材
じんざい

を確保
か く ほ

し、また、

関係
かんけい

機関
き か ん

相互
そ う ご

の連絡
れんらく

調整
ちょうせい

による地域
ち い き

でのケア体制
たいせい

を整
ととの

えるとともに、ボランティア

グループ、ＮＰＯ、住民
じゅうみん

参加型
さんかがた

団体
だんたい

などの多様
た よ う

なサービスの担
にな

い手
て

の育成
いくせい

と体制
たいせい

の

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

の基盤
き ば ん

づくりを図
はか

るため、福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の担
にな

い手
て

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

を図
はか

り、合
あ

わせて、福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の連携
れんけい

体制
たいせい

を強化
きょうか

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

や全
すべ

ての市民
し み ん

の交流
こうりゅう

を促進
そくしん

します。 

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた
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 福祉
ふ く し

人材
じんざい

の資質
し し つ

向上
こうじょう

と確保
か く ほ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

福
ふく

祉
し

関
かん

係
けい

者
しゃ

の資質向上
ししつこうじょう

 

・障害福祉施設等
しょうがいふくししせつとう

の 職
しょく

員
いん

を対象
たいしょう

に、 虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

や防
ぼう

犯
はん

・防
ぼう

災
さい

、感
かん

染
せん

症
しょう

対
たい

策
さく

等
とう

に関
かん

する研
けん

修
しゅう

を実施
じ っ し

しているが、

福
ふく

祉
し

関
かん

係
けい

者
しゃ

のさらなる

資質向上
ししつこうじょう

が求
もと

められて

いる。 

・資質向上
ししつこうじょう

のために様
さま

々
ざま

な研
けん

修
しゅう

の受
じゅ

講
こう

を希
き

望
ぼう

する声
こえ

がある。 

・障害福祉施設等
しょうがいふくししせつとう

の職員
しょくいん

に対
たい

して、 虐
ぎゃく

 

待
たい

防
ぼう

止
し

や防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

、感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

等
とう

に 

関
かん

する研修
けんしゅう

への参加
さ ん か

を幅広
はばひろ

く呼
よ

びか

け、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

の資質
し し つ

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

・福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

の情報
じょうほう

交換
こうかん

の場
ば

をつくる 

など、事業
じぎょう

者
しゃ

間
かん

の連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

ります。 

・市
し

職員
しょくいん

が事業
じぎょう

者
しゃ

に積極的
せっきょくてき

に関
かか

わるこ

とにより、適切
てきせつ

な指導
し ど う

を行い
 おこな  

ます。 

・外部研修
がいぶけんしゅう

の情報
じょうほう

を提供
ていきょう

し、受講
じゅこう

を 

促
うなが

すことで資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

福祉人材
ふ く し じ ん ざ い

の

確
かく

保
ほ

 

・障害者福祉施設等
しょうがいしゃふくししせつとう

の中
なか

には、人
じん

材
ざい

が不
ふ

足
そく

して

いる事業
じぎょう

所
しょ

も多
おお

く見
み

ら

れる。 

・市内
し な い

の大学
だいがく

やハローワークと連携
れんけい

する

とともに、福祉
ふ く し

職場
しょくば

の雇用
こ よ う

につながる 

情
じょう

報
ほう

等
とう

を広
ひろ

く発
はっ

信
しん

します。また、市
し

内
ない

事業者
じぎょうしゃ

と連
れん

携
けい

した就職相談会
 しゅうしょくそうだんかい

を実
じっ

施
し

し、人
じん

材
ざい

の確
かく

保
ほ

に努
つと

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
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 地域
ち い き

ケアのネットワークづくり 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

福祉
ふ く し

･保健
ほ け ん

･医療
いりょう

の連携
れんけい

体制
たいせい

の推
すい

進
しん

 

・福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の各機関
かくきかん

が必要
ひつよう

に応
おう

じて適
てき

宜
ぎ

連
れん

絡
らく

調
ちょう

整
せい

を図
はか

っている

が、引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

んで

いく必要
ひつよう

がある。 

・サービスの利用状況
りようじょうきょう

などを把
は

握
あく

し、関
かん

係
けい

者
しゃ

間
かん

の連
れん

絡
らく

調
ちょう

整
せい

を図
はか

り、

その情
じょう

報
ほう

を活
かつ

用
よう

します。 

 

 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の体制
たいせい

整備
せ い び

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の体制
たいせい

整備
せ い び

 

・ＣＳＷ（コミュニティソ

ーシャルワーカー）を

配置
は い ち

した地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

推
すい

進
しん

拠
きょ

点
てん

の設
せっ

置
ち

を進
すす

めてい

るが、今
こん

後
ご

も拡
かく

充
じゅう

を図
はか

る必
ひつ

要
よう

がある。 

・地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

の拡
かく

充
じゅう

が図
はか

られるよう

に、社会福祉協議会
しゃかいふくしきょうぎかい

に対
たい

して、適
てき

切
せつ

な事業
じぎょう

を展
てん

開
かい

するための体
たい

制
せい

づく

りを支
し

援
えん

します。 

・重層的
じゅうそうてき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

におい

て包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

体制
たいせい

を構築
こうちく

する 

ため、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

して 

ＣＳＷ（コミュニティソーシャル

ワーカー）の育成
いくせい

を進
すす

めます。 

４ 
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②交流
こうりゅう

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、交流
こうりゅう

活動
かつどう

を通
つう

じて理解
り か い

を深
ふか

めあう場
ば

や機会
き か い

を拡充
かくじゅう

し

ます。 

 交流
こうりゅう

の場
ば

の整備
せ い び

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

交流の
こうりゅう 

場
ば

の

整備
せ い び

 

・障害者
しょうがいしゃ

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

の場
ば

はあ

るが、その他
た

の交流
こうりゅう

の場
ば

を

求
もと

める声
こえ

もある。 

・障害者
しょうがいしゃ

の孤立化
こ り つ か

を防止
ぼ う し

するため、

身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で、気軽
き が る

に利用
り よ う

できる

交流
こうりゅう

の場
ば

づくりを支援
し え ん

します。 

 

 交流
こうりゅう

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

様々な交流
さまざま  こうりゅう

活動の推進
かつどう  すいしん

 

・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

障
しょう

害
がい

のある人
ひと

とない人
ひと

が様
さま

々
ざま

な機
き

会
かい

に交
こう

流
りゅう

することが

求
もと

められている。 

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

での職場
しょくば

体験
たいけん

や「福祉
ふ く し

まつり」、「ふれ

あ い 運
うん

動
どう

会
かい

」、「 手作
て づ く

り

作品展
さくひんてん

」等
とう

を通
つう

じて交流
こうりゅう

事業
じぎょう

の推
すい

進
しん

を図
はか

っている

が、さらなる取組
とりくみ

が求
もと

め

られている。 

・市内
し な い

にある療育施設
りょういくしせつ

の児
じ

童
どう

と近
きん

隣
りん

の保育所
ほ い く じ ょ

の園
えん

児
じ

との交流
こうりゅう

事業
じぎょう

や、障
しょう

害
がい

当
とう

事
じ

者
しゃ

による 小
しょう

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

で

の講
こう

話
わ

などを行っ
 お こ な  

ている

が、引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

む必要
ひつよう

がある。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

との多様
た よ う

な 交流
こうりゅう

活動
かつどう

を  

進
すす

めるため、学校
がっこう

行事
ぎょうじ

や生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

するとともに、保
ほ

育
いく

所
じょ

、児童館
じどうかん

などでの交流
こうりゅう

事業
じぎょう

や地
ち

域
いき

コミュニティ施設
し せ つ

などでの交
こう

 

流事業
りゅうじぎょう

を推進
すいしん

します。 

・障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

とのスポー

ツを通
つう

じた交流
こうりゅう

機会
き か い

を創出
そうしゅつ

しま

す。 

障害者施設
しょうがいしゃしせつ

の地域との
  ちいき     

 

交
こう

流
りゅう

 

・障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

と地域
ち い き

との交流
こうりゅう

を進
すす

めるため、相互
そ う ご

に活動
かつどう

や行事
ぎょうじ

への

参加
さ ん か

を図
はか

り、交流
こうりゅう

活動
かつどう

を推進
すいしん

しま

す。 

・障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

で行う
 おこな  

行事
ぎょうじ

・日
にち

常
じょう

活
かつ

動
どう

に際
さい

して、ボランティアセンター登
とう

録
ろく

ボランティアを各施設
かくしせつ

に積
せっ

極
きょく

的
てき

に紹介
しょうかい

し、利用者
りようしゃ

との交
こう

流
りゅう

の機
き

会
かい

拡
かく

大
だい

を図
はか

ります。 

４ 
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（２）福祉
ふ く し

コミュニティの創造
そうぞう

 

 

 

 

 

 

 

①意識
い し き

のバリアフリー化
か

 

 全
すべ

ての市民
し み ん

が障害者
しょうがいしゃ

について正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

をもち、学校
がっこう

教育
きょういく

や生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の場
ば

において、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

についての理解
り か い

を深
ふか

めるため、多様
た よ う

な機会
き か い

を設
もう

け、地域
ち い き

福祉
ふ く し

に関
かん

する広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

 

 障害理解
しょうがいりかい

を深
ふか

める教育
きょういく

の推進
すいしん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

学校
がっこう

教育
きょういく

・

生
しょう

涯
がい

学
がく

習
しゅう

で

の福祉教
ふくしきょう

育
いく

の推
すい

進
しん

 

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

における職
しょく

場
ば

体
たい

験
けん

の推
すい

進
しん

や、 小
しょう

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

における「 車
くるま

いす体
たい

験
けん

」「点
てん

字
じ

体
たい

験
けん

」「アイマス

ク体
たい

験
けん

」「障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の

講話
こ う わ

」等
とう

を行っ
 おこな  

ているが、

障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

の

促進
そくしん

を引
ひ

き続
つづ

き進
すす

める

必要
ひつよう

がある。 

・障害理解
しょうがいりかい

のためのガイ

ドブックを活用
かつよう

し、福祉
ふくし

教
きょう

育
いく

を行っ
 おこな 

ているが、今
こん

後
ご

も継
けい

続
ぞく

していく必
ひつ

要
よう

が

ある。 

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

での職場
しょくば

体験
たいけん

を推進
すいしん

し、

障害者
しょうがいしゃ

との交流
こうりゅう

など 教
きょう

育
いく

現
げん

場
ば

 

での福祉教育
ふくしきょういく

の推
すい

進
しん

を図
はか

ります。 

・心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

センターにおいて

福
ふく

祉
し

講
こう

演
えん

会
かい

を開催
かいさい

し、 生
しょう

涯
がい

学
がく

習
しゅう

 

の分
ぶん

野
や

における 障
しょう

害
がい

者
しゃ

福祉
ふ く し

につい

ての理解
り か い

を深
ふか

め、意識
い し き

のバリアフリ

ー化
か

を図
はか

ります。 

・教 職 員
きょうしょくいん

や学校
がっこう

サポーターに対
たい

して、

引
ひ

き続
つづ

き特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

や 障
しょう

害
がい

 

理解
り か い

に関
かん

する研修
けんしゅう

を行い
 お こ な  

ます。 

・引
ひ

き続
つづ

き、小学生向
しょうがくせいむ

けのガイドブッ

クを活用
かつよう

して障害理解
しょうがいりかい

に関
かん

する

教育
きょういく

を実施
じ っ し

します。 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、ともに支
ささ

えあう地域
ち い き

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するため、ボランティ

ア活動
かつどう

を推進
すいしん

し、人
ひと

として尊重
そんちょう

しあえる地域
ち い き

社会
しゃかい

を創造
そうぞう

していきます。 

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

 

４ 
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 障害理解
しょうがいりかい

を深
ふか

める啓発
けいはつ

活動
かつどう

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

広報
こうほう

・イベン

ト等
とう

による

啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

 

・広報
こうほう

やホームページ、 

イ ベ ン ト や 出前
で ま え

講
こう

座
ざ

 

等
とう

の開
かい

催
さい

、 障
しょう

害
がい

理
り

解
かい

の 

ためのガイドブックの

発行
はっこう

等
とう

を通
つう

じて 障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

と障害
しょうがい

理
り

解
かい

の促
そく

進
しん

を図
はか

っている

が、今後
こ ん ご

も継
けい

続
ぞく

していく

必
ひつ

要
よう

がある。 

・リーフレット、福祉
ふ く し

のしおり等
とう

を

活用
かつよう

した福祉情報
ふくしじょうほう

の提供
ていきょう

や障害理
しょうがいり

解
かい

を深
ふか

めるためのガイドブック等
とう

の活用
かつよう

、広報紙
こうほうし

への障害
しょうがい

に関
かん

する

記事
き じ

の掲載
けいさい

、出前
で ま え

講座
こ う ざ

の開催
かいさい

などに

より啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

・町会
ちょうかい

・自治会
じ ち か い

・民生
みんせい

委員
い い ん

・障害者地
しょうがいしゃち

域
いき

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

など、地域
ち い き

の各種
かくしゅ

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、福祉
ふ く し

・体験型
たいけんがた

イベン

トや、差別
さ べ つ

禁止
き ん し

条例
じょうれい

及
およ

び差別
さ べ つ

解消
かいしょう

法
ほう

の周知
しゅうち

イベント等
とう

を広
ひろ

く実施
じ っ し

し

ます。 

障害者
しょうがいしゃ

サポ

ーターの養成
ようせい

 

・市民
し み ん

や事業者
じぎょうしゃ

の間で
 あいだ  

障
しょう

害
がい

理解
り か い

を広
ひろ

め、障害
しょうがい

者
しゃ

が

暮
く

らしやすい地域
ち い き

を作
つく

っ

ていく必要
ひつよう

がある。 

・障害
しょうがい

に関
かん

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を持
も

ち、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で暮
く

らすた

めの手助
て だ す

け等
とう

を行う
 おこな  

障害者
しょうがいしゃ

サポー

ターの養成
ようせい

を行い
 おこな  

ます。 
 

 

 

４ 
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②ボランティア活動
かつどう

の推進
すいしん

 

 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

するため、幅広
はばひろ

い市民
し み ん

の参加
さ ん か

を得
え

てボランティア活動
かつどう

を

推進
すいしん

し、ボランティアの養成
ようせい

やボランティア組織
そ し き

の連携
れんけい

充実
じゅうじつ

を進
すす

めます。 

 ボランティア組織間
そしきかん

の連携
れんけい

充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

ボランティア

組織間
そしきかん

の連携
れんけい

充実
じゅうじつ

 

・ボランティアセンターなど 

の団
だん

体
たい

等
とう

で構成
こうせい

される地
ち

域
いき

参
さん

加
か

支
し

援
えん

に関
かん

する情報
じょうほう

交
こう

換
かん

会
かい

を開催
かいさい

し、ボランティア

に関
かん

する 情
じょう

報
ほう

共
きょう

有
ゆう

や意
い

見
けん

交
こう

換
かん

を行っ
 おこな 

ているが、さら

に連
れん

携
けい

を 充
じゅう

実
じつ

させていく

必要
ひつよう

がある。 

・市
し

内
ない

の大
だい

学
がく

等
とう

と「ボランティ

ア活
かつ

動
どう

に関
かん

する協定
きょうてい

」を締
てい

結
けつ

し、学生
がくせい

のボランティア

参
さん

加
か

募
ぼ

集
しゅう

を行っ
 おこな  

ている。 

・ボランティア活動
かつどう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を

充実
じゅうじつ

させます。 

・市民
し み ん

活動
かつどう

支援
し え ん

センターや各大学
かくだいがく

等
とう

のボランティア派遣
は け ん

組織
そ し き

などと

の連
れん

携
けい

・充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。  

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

のイベント等
とう

に 

おける学生
がくせい

ボランティアの活用
かつよう

を図
はか

ります。 

・基盤
き ば ん

としてのボランティアセン 

ターとボランティア組織
そ し き

との

連携
れんけい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

  

 

 

  

４ 
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 ボランティア活動
かつどう

の拡大
かくだい

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

参加
さ ん か

のための

環境整備
かんきょうせいび

 

・社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

のホームペ

ージＳＮＳ（ソーシャル・ネ

ットワーキング・サービス）

等
とう

やボランティアに関
かん

する

各種
かくしゅ

講座
こ う ざ

の開催
かいさい

やボランテ

ィア募集
ぼしゅう

に関
かん

する情報
じょうほう

の

周知
しゅうち

を図
はか

ったり、青年層
せいねんそう

のボ

ランティア体験
たいけん

を推進
すいしん

した

りするなど、参加
さ ん か

のための

環境整備
かんきょうせいび

を行っ
 おこな 

ているが、引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

がある。 

・誰
だれ

もがボランティア活動
かつどう

に参加
さんか

  

しやすいように、情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や活
かつ

動
どう

メニューの整備
せいび

などを行い
 おこな 

ます。 

・体験
たいけん

企画
き か く

などによるボランティア

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

・学生
がくせい

等
とう

の体験
たいけん

ボランティアの受
う

け

入
い

れ先
さき

を整備
せ い び

します。 

ボランティアの

養成
ようせい

と組
そ

織
しき

化
か

 

・ボランティア養成
ようせい

講座
こ う ざ

につい

ては、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター

や 病院
びょういん

等
とう

と連携
れんけい

して講座
こ う ざ

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るととも

に、受講者
じゅこうしゃ

にボランティア組
そ

織
しき

への入会
にゅうかい

を勧
すす

めるなどの

取組
とりくみ

を行っ
 おこな 

ている。 

・地域
ち い き

・企業
きぎょう

・団体
だんたい

のボラン 

ティア活動
かつどう

への参加
さ ん か

が図
はか

ら

れていない。 

・関係
かんけい

機関
き か ん

とのさらなる連携
れんけい

を  

図
はか

り、ボランティア養成
ようせい

講座
こ う ざ

の

充実
じゅうじつ

と講座修了者
こうざしゅうりょうしゃ

の組織化
そ し き か

を

図
はか

ります。 

・ボランティア・コーディネータ 

ーの研修
けんしゅう

・養成
ようせい

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

し、個
こ

人
じん

・団体
だんたい

に対
たい

して情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行い
 おこな  

、人材
じんざい

の適切
てきせつ

な活用
かつよう

を図
はか

り

ます。 

・市内
し な い

の大学
だいがく

等
とう

と締結
ていけつ

した協定
きょうてい

に

基
もと

づき、各種
かくしゅ

事業
じぎょう

への学生
がくせい

ボラン

ティアの参加
さ ん か

を募
つの

るなど、ボラン

ティアの活用
かつよう

を図
はか

ります。 
 

４ 
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（３）権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

 

 

 

 

 

 

 

①権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

 権利
け ん り

擁護
よ う ご

についての啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

し、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

にかかる国内外
こくないがい

の動向
どうこう

を踏
ふ

まえながら障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に対
たい

して取
と

り組
く

みます。 

 また、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などによる地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

を活用
かつよう

するなど、権利
け ん り

擁護
よ う ご

を進
すす

めます。合
あ

わせて成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

 

 権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

の推
すい

進
しん

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

・ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

に対
たい

する差
さ

別
べつ

禁
きん

止
し

についての啓発
けいはつ

イベ

ントや虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

に関
かん

する研修
 けんしゅう

を開催
かいさい

し、障
しょう

害
がい

者
しゃ

の権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

を推進
すいしん

しているが、引
ひ

き続
つづ

き推
すい

進
しん

していく必要
ひつよう

がある。 

・事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

して合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

をし

ていく必要
ひつよう

がある。 

・障害理解
しょうがいりかい

に関
かん

する啓発
けいはつ

イベントや、

虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

に関
かん

する研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

な

ど、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

についての 

啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

をさらに推進
すいしん

します。 

・ 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

等
とう

による地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

などを活用
かつよう

します。 

・ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

サポーター養成
ようせい

講座
こ う ざ

等
とう

によ

り事業者
じぎょうしゃ

への障害理解
しょうがいりかい

の周知
しゅうち

啓
けい

発
はつ

を行い
 おこな  

ます。 

 人
ひと

として尊厳
そんげん

をもって生
い

きることができるように、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に対
たい

する取
とり

組
くみ

など、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

や成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な活用
かつよう

を図
はか

るとともに、これ

らについて積極的
せっきょくてき

に周知
しゅうち

していきます。 

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

 

４ 
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 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な活用
かつよう

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

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

に関
かん

するパン

フレットを作成
さくせい

し、様々
さまざま

な

機会
き か い

を捉
とら

えて制度
せ い ど

の周知
しゅうち

に

努
つと

めている。 

・成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を必要
ひつよう

として

いる人
ひと

が一
いっ

定数
ていすう

おり、相
そう

談
だん

内
ない

容
よう

が複
ふく

雑
ざつ

化
か

している。 

・市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の養成
ようせい

及
およ

び法人
ほうじん

後見
こうけん

の受任
じゅにん

について検討
けんとう

、実
じっ

施
し

を進
すす

めることで、積
せっ

極
きょく

的
てき

に制
せい

度
ど

の活用
かつよう

を図
はか

っている。 

・成年
せいねん

後見
こうけん

・あんしんサポートセンタ

ー八王子
はちおうじ

と連携
れんけい

し、講演会
こうえんかい

や学
がく

習
しゅう

会
かい

を実施
じっし

するなど、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の周知
しゅうち

と利用
りよう

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

・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

のため、

法人
ほうじん

後見
こうけん

を充実
じゅうじつ

します。 

・費用
ひ よ う

の助成
じょせい

がなければ障害福祉
しょうがいふくし

サ

ービスの利用
り よ う

が困難
こんなん

な方
かた

を対
たい

象
しょう

に成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

に係
かか

る費用
ひ よ う

の助成
じょせい

を行う
 おこな 

ことにより、制度
せ い ど

の

さらなる活用
かつよう

を促進
そくしん

します。 

  

 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

の取組
とりくみ

 

施策
し さ く

項目
こうもく

 現
げん

 状
じょう

 施
し

 策
さく

 内
ない

 容
よう

 

障害者差別
しょうがいしゃさべつ

禁止
き ん し

の取組
とりくみ

 

・障害理解
しょうがいりかい

のためのガイドブッ

クの作成
さくせい

やイベントの開催
かいさい

を

通
つう

じて、市民
しみん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し

て差
さ

別
べつ

禁
きん

止
し

の 周
しゅう

知
ち

を行っ
 おこな 

て

いるが、まだ周知
しゅうち

が十
じゅう

分
ぶん

では

ない。 

・市
し

と市内
しない

５か所
しょ

の相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

で差
さ

別
べつ

相
そう

談
だん

を受
う

けてお

り、差
さ

別
べつ

を受
う

ける障
しょう

害
がい

者
しゃ

が一
いっ

定
てい

数
すう

いる。 

・障害
しょうがい

理解
り か い

のためのガイドブック

や合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の好
こう

事
じ

例
れい

集
しゅう

、イベ

ント、障害者
しょうがいしゃ

サポーター養
よう

成
せい

講
こう

座
ざ

を通
つう

じて、条例
じょうれい

の市民
しみん

・事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

へ

の周知
しゅうち

に努
つと

め、障
しょう

害
がい

者
しゃ

理
り

解
かい

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

・市
し

と市内
し な い

５か所
しょ

の相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

所
しょ

で差
さ

別
べつ

相
そう

談
だん

を受
うけ

付
つ

け、問
もん

題
だい

解
かい

決
けつ

や障害理解
しょうがいりかい

の浸
しん

透
とう

に努
つと

めます。 

４ 
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第
だい

 ５ 章
しょう

 
 

サービス提供
ていきょう

について 

（障
しょう

 害
がい

 福
ふく

 祉
し

 計
けい

 画
かく

・ 

 障
しょう

 害
がい

 児
じ

 福
ふく

 祉
し

 計
けい

 画
かく

） 
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    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

について 

  

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすために必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスや地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

のサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、障害
しょうがい

のあ

る方
かた

が自立
じ り つ

した日常
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

むことができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す計画
けいかく

で

す。国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

や東京都
とうきょうと

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

等
とう

を踏
ふ

まえ、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）

までの成果
せ い か

目標
もくひょう

と活動
かつどう

指標
しひょう

を設定
せってい

するとともに、サービスごとに見込量
みこみりょう

を定
さだ

めて、

必要
ひつよう

なサービス量
りょう

の確保
か く ほ

を図
はか

ります。 

 

    計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と定
さだ

める事項
じ こ う

 

（１）計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

 ①障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

っていくことを基本
き ほ ん

として、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サー

ビスの提供
ていきょう

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させます。 

 ②障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの実施
じ っ し

主体
しゅたい

として、必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスや相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

の

計画的
けいかくてき

な提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

 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

・継続
けいぞく

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

といった様々
さまざま

なサービ

スの提供
ていきょう

体制
たいせい

を 整
ととの

えるとともに、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支援
し え ん

するための

拠点
きょてん

等
とう

の運用
うんよう

を図
はか

ります。 

（２）本計画
ほんけいかく

に定
さだ

める事項
じ こ う

 

 ①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

の確保
か く ほ

に係
かか

る

成果
せ い か

目標
もくひょう

と活動
かつどう

指標
しひょう

 

②各年度
かくねんど

における指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス、指定
し て い

地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

又
また

は指定
し て い

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の種類
しゅるい

ごとの必要
ひつよう

な量
りょう

の見込
み こ

み及
およ

び見込量
みこみりょう

の確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

 

③障害福祉計画
しょうがいふくしけいかく

及
およ

び障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の各年度
かくねんど

における達成状況
たっせいじょうきょう

を点検
てんけん

及
およ

び 評
ひょう

価
か

する方法
ほうほう

等
とう

 

１ 

２ 

５ 
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     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

 

１．令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）の成果
せ い か

目標
もくひょう

・活動
かつどう

指標
しひょう

の設定
せってい

 

 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

、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

、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

の運用
うんよう

、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

、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

を進
すす

めるため、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

や東京都
とうきょうと

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

を

踏
ふ

まえ、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）を目標
もくひょう

年度
ね ん ど

とする成果
せ い か

目標
もくひょう

・活動
かつどう

指標
しひょう

を設定
せってい

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

成果
せ い か

目標
もくひょう

 

 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

体制
たいせい

確保
か く ほ

の一環
いっかん

として、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に定
さだ

める基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を踏
ふ

まえ、本市
ほ ん し

が達成
たっせい

すべき数値
す う ち

目標
もくひょう

として設定
せってい

します。項目
こうもく

ごとの成果
せ い か

目標
もくひょう

について、少
すく

なくとも１年
ねん

に１回
かい

はその進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を分析
ぶんせき

・評価
ひょうか

したうえで必要
ひつよう

な

対応
たいおう

を行
おこな

うこととされています。 

 

活動
かつどう

指標
しひょう

 

 本市
ほ ん し

が設定
せってい

した成果
せ い か

目標
もくひょう

を達成
たっせい

するために必要
ひつよう

なサービス提 供 量
ていきょうりょう

等
とう

の見込
み こ

み

を定
さだ

め、その確保
か く ほ

状 況
じょうきょう

の進捗
しんちょく

を定期的
ていきてき

に分析
ぶんせき

・評価
ひょうか

することとされています（成果
せ い か

目標
もくひょう

と合
あ

わせて少
すく

なくとも１年
ねん

に１回
かい

は行
おこな

うとともに、より頻繁
ひんぱん

に 行
おこな

うことが望
のぞ

ましいとされています。）。 

５ 
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（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

  

【国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】  

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０１９年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の６％以上
いじょう

が地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

する。 

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０１９年度
ね ん ど

）

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

から１．６％以上
いじょう

削減
さくげん

する。（児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

の改正
かいせい

により、

１８歳
さい

以上
いじょう

の入所者
にゅうしょしゃ

について障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

と

して利用
り よ う

することとした施設
し せ つ

を除
のぞ

く。） 

 

【東京都
とうきょうと

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 ※東京都
とうきょうと

が令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）１２月
がつ

に案
あん

として示
しめ

したもの 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を進
すす

める観点
かんてん

から、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

して、平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

 

（２０１９年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の６％以上
いじょう

が地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

することを

基本
き ほ ん

に、区
く

市町村
しちょうそん

の状 況
じょうきょう

も踏
ふ

まえて成果目標
せいかもくひょう

を設定
せってい

する。 

・施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の削減
さくげん

については、東京都
とうきょうと

においては、入所待機者
にゅうしょたいきしゃ

が一
いっ

定数
ていすう

で 

推移
す い い

していること、最重度
さいじゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

など入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における専門的
せんもんてき

支援
し え ん

が真
しん

に

必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

ニーズに応
こた

えていく必要
ひつよう

があること、都内
と な い

の未設置
み せ っ ち

地域
ち い き

に

おいて、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

等
とう

を積極的
せっきょくてき

に支援
し え ん

する機能
き の う

等
とう

を強化
きょうか

した「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援型
しえんがた

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

」を整備
せ い び

する必要
ひつよう

があること、都外
と が い

施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

や障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

における１８歳
さい

以上
いじょう

の入所者
にゅうしょしゃ

を受
う

け入
い

れるために、地域
ち い き

移行
い こ う

によって 生
しょう

じた

都内
と な い

の障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の空
あ

き定員
ていいん

を活用
かつよう

する必要
ひつよう

があることなどを踏
ふ

まえる

必要
ひつよう

がある。 

 

【東京都
とうきょうと

の目標
もくひょう

】 ※東京都
とうきょうと

が令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）１２月
がつ

に案
あん

として示
しめ

したもの 

・東京都
とうきょうと

においては、平成
へいせい

１７年
ねん

（２００５年
ねん

）１０月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

定員
ていいん

数
すう

７,３４４人
にん

を超
こ

えないとするこれまでの計画
けいかく

の目標
もくひょう

を継続
けいぞく

し、引
ひ

き続
つづ

き目標
もくひょう

の達成
たっせい

に向
む

けて取
と

り組
く

む。 

 

  

５ 
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【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０１９年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の６％以上
いじょう

が、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）等
とう

を利用
り よ う

する等
とう

に

より、地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

することを目指
め ざ

します。 

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

が令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

（２０２０年度
ね ん ど

）

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を超
こ

えないことを目指
め ざ

します。 

 

【成果
せ い か

目標
もくひょう

】 

項
こう

  目
もく

 数
すう

  値
ち

 考
かんが

 え 方
かた

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

 

22人
にん

 

※全施設入所者
ぜんしせつにゅうしょしゃ

のうち、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（2023

年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、施設入所
しせつにゅうしょ

から共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム）等
とう

を利用
り よ う

する等
とう

によ

り、地域
ち い き

移行
い こ う

する予定者
よていしゃ

の数
かず

 

（割合
わりあい

については、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

を平
へい

成
せい

31年度
ね ん ど

（2019年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の全入所者
ぜんにゅうしょしゃ

373人
にん

で除
じょ

した値）
 あたい  

 

6％ 

削減
さくげん

見込
み こ み

 

0人
にん

 
※令和

れ い わ

５年度
ね ん ど

（2023年度
ね ん ど

）末
まつ

段階
だんかい

での削減
さくげん

見込数
みこみすう

 

 （割合
わりあい

については、削減
さくげん

見込数
みこみすう

を全入所者
ぜんにゅうしょしゃ

373人
にん

で除
じょ

した値
あたい

） 

0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 
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【活動
かつどう

指標
しひょう

】 

 

実績値
じっせきち

 

（見込
み こ

み） 
活動
かつどう

指標
しひょう

 

令和
れいわ

2年度
ねんど

 

（2020年度
ねんど

） 

令和
れいわ

3年度
ねんど

 

（2021年度
ねんど

） 

令和
れいわ

4年度
ねんど

 

（2022年度
ねんど

） 

令和
れいわ

5年度
ねんど

 

（2023年度
ねんど

） 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 人分
にんぶん

 1,370 1,395 1,420 1,445 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 人分
にんぶん

 4 4 4 4 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 人分
にんぶん

 136 140 140 140 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 400 411 422 433 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ型
がた

） 人分
にんぶん

 149 153 157 161 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ型
がた

） 人分
にんぶん

 1,480 1,530 1,580 1,630 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 100 120 140 160 

短期入所
たんきにゅうしょ

（福祉型
ふくしがた

） 
利用者数
りようしゃすう

 220 374 382 390 

延利用者数
のべりようしゃすう

 15,460 19,803 20,227 20,651 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（医療型
いりょうがた

） 
利用者数
りようしゃすう

 68 71 73 75 

延利用者数
のべりようしゃすう

 2,194 2,822 2,902 2,982 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 人分
にんぶん

 772 850 925 1,000 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 5 9 10 11 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 5 7 8 9 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 380 380 380 380 

 

 

５ 
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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

 

【国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】  

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）における精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の精神
せいしん

病棟
びょうとう

から退院
たいいん

後
ご

１年
ねん

以内
い な い

の地域
ち い き

における平均
へいきん

生活
せいかつ

日数
にっすう

を３１６日
にち

以上
いじょう

とすることを基本
き ほ ん

とする。 

 ・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

の精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における１年
ねん

以上
いじょう

長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

（６５歳
さい

以上
いじょう

、６５歳
さい

未満
み ま ん

）を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

する。 

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、入院
にゅういん

後
ご

３か月
げつ

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

は６９％以上
いじょう

、

入院
にゅういん

後
ご

６か月
げつ

時点
じ て ん

での退院率
たいいんりつ

は８６％以上
いじょう

、入院
にゅういん

後
ご

１年
ねん

時点
じ て ん

での退院率
たいいんりつ

は 

９２％以上
いじょう

とすることを目標値
もくひょうち

として設定
せってい

する。 

 

【東京都
とうきょうと

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 ※東京都
とうきょうと

が令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）１２月
がつ

に案
あん

として示
しめ

したもの 

・入 院 中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

をさらに進
すす

める観点
かんてん

から、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

しつつ、都
と

における実情
じつじょう

を踏
ふ

まえて成果
せ い か

目標
もくひょう

を設定
せってい

する。 

・これまでの精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえ、地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

の仕組
し く

みづく

りや、広域的
こういきてき

な調整
ちょうせい

、人材
じんざい

育成
いくせい

、ピアサポートの育成
いくせい

・活用
かつよう

等
とう

、成果
せ い か

目標
もくひょう

の達成
たっせい

に向
む

けた取組
とりくみ

が引
ひ

き続
つづ

き必要
ひつよう

である。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

・長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

及
およ

び退院率
たいいんりつ

に関
かん

する成果
せ い か

目標
もくひょう

は設定
せってい

しないものの、退院後
たいいんご

の

地域
ち い き

生活
せいかつ

を継続
けいぞく

して支
ささ

える相談
そうだん

・見守
み ま も

りの体制
たいせい

の整備
せ い び

をはじめ、就労
しゅうろう

移行
い こ う

・

継続
けいぞく

支援
し え ん

及
およ

び共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム）等
とう

の居住
きょじゅう

の場
ば

や自立
じ り つ

訓練
くんれん

事業
じぎょう

等
とう

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

などの生活
せいかつ

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

など、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行後
い こ う ご

に対応
たいおう

するた

めの支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・精神
せいしん

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

するための保健
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

を継続
けいぞく

して設
もう

けます。 

・地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

のためのピアサポート活動
かつどう

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

５ 
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【活動
かつどう

指標
しひょう

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績値
じっせきち

 

（見込
み こ

み） 
活動
かつどう

指標
しひょう

 

令和
れいわ

2年度
ねんど

 

（2020年度
ねんど

） 

令和
れいわ

3年度
ねんど

 

（2021年度
ねんど

） 

令和
れいわ

4年度
ねんど

 

（2022年度
ねんど

） 

令和
れいわ

5年度
ねんど

 

（2023年度
ねんど

） 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

人分
にんぶん

／年
ねん

 19 21 23 25 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 

人分
にんぶん

／月
つき

 5 8 9 10 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の

地域定着支援
ちいきていちゃくしえん

 

人分
にんぶん

／月
つき

 5 6 7 8 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の

共同生活援助
きょうどうせいかつえんじょ

 

人分
にんぶん

／年
ねん

 250 275 300 325 

５ 
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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

 

【国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までの間
あいだ

、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１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、その機能
き の う

の充実
じゅうじつ

のため、年
ねん

１回
かい

以上
いじょう

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

び検討
けんとう

することを基本
き ほ ん

とする。 

 

【東京都
とうきょうと

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】※東京都
とうきょうと

が令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）１２月
がつ

に案
あん

として示
しめ

したもの 

・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

については、基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

して各区
か く く

市町村
しちょうそん

に少
すく

なくとも一
ひと

つ

以上
いじょう

整備
せ い び

をすることを基本
き ほ ん

としつつ、区
く

市町村
しちょうそん

の 状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

しながら成果
せ い か

目標
もくひょう

を設定
せってい

し、好事例
こうじれい

の紹介
しょうかい

等
とう

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を検討
けんとう

していく必要
ひつよう

がある。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

・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

」を見据
み す

え、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

拠点
きょてん

など地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活
い

かして、障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため

に整備
せ い び

したネットワークを、より利用者
りようしゃ

のニーズに合
あ

わせて運用
うんよう

していけるよ

う、機能
き の う

拡充
かくじゅう

を図
はか

ります。 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

事業
じぎょう

の機能
き の う

の充実
じゅうじつ

のため、年
ねん

１回
かい

以上
いじょう

運用
うんよう

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

及
およ

び検討
けんとう

をします。 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

事業
じぎょう

において、地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

のためのピアサポート活動
かつどう

を

充実
じゅうじつ

させます。 

 

 

 

  

５ 
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（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

  

【国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０２９年度
ね ん ど

）の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

実績
じっせき

の１．２７倍以上
ばいいじょう

とする。 

・就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

について、平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０１９年度
ね ん ど

）の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

実績
じっせき

の１．３０倍以上
ばいいじょう

とする。 

・就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

について、平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０１９年度
ね ん ど

）の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

実績
じっせき

の１．２６倍以上
ばいいじょう

を目指
め ざ

す。 

・就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

について、平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０１９年度
ね ん ど

）の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

実績
じっせき

の１．２３倍以上
ばいいじょう

を目指
め ざ

す。 

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）に就労
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

へ移行
い こ う

す

る者
もの

のうち、７割
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。 

・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
ていちゃく

率
りつ

が８割以上
わりいじょう

の事業所
じぎょうしょ

を令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

には全体
ぜんたい

の７割以上
わりいじょう

とする。 

 

【東京都
とうきょうと

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】※東京都
とうきょうと

が令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）１２月
がつ

に案
あん

として示
しめ

したもの 

・成果
せ い か

目標
もくひょう

は、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

しつつ、これまでの実績
じっせき

を踏
ふ

まえて設定
せってい

する。 

・東京都
とうきょうと

では、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

を促進
そくしん

するとともに、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の卒業生
そつぎょうせい

や離職者
りしょくしゃ

など一般
いっぱん

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

が企業
きぎょう

等
とう

で働
はたら

く機会
き か い

を拡大
かくだい

するため、「区
く

市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業
じぎょう

」を推進
すいしん

しており、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に向
む

け

た支援
し え ん

に関
かん

する量的
りょうてき

な目標
もくひょう

については、引
ひ

き続
つづ

き、都
と

独自
ど く じ

の成果
せ い か

目標
もくひょう

として、

「区
く

市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業
じぎょう

利用
り よ う

による一般
いっぱん

就労者数
しゅうろうしゃすう

」を設定
せってい

する。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

・新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の影響
えいきょう

が危惧
き ぐ

されるところだが、市
し

では障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

を今後
こ ん ご

の主要
しゅよう

な取組
とりくみ

と捉
とら

えていることから、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３

年度
ね ん ど

）における就労移行
しゅうろういこう

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

による年間
ねんかん

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

者
しゃ

数
すう

を、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

ど

おり平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０１９年度
ね ん ど

）実績
じっせき

の１．２７倍以上
ばいいじょう

とすることを目指
め ざ

します。 

５ 
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・平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０１９年度
ね ん ど

）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

から、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

  

は１．３０倍以上
ばいいじょう

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

は１．２６倍以上
ばいいじょう

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

は

１．２３倍以上
ばいいじょう

とすることを目指
め ざ

します。  

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）に就労
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

へ移行
い こ う

す

る者
もの

のうち、７割
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

することを目指
め ざ

します。  

・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
ていちゃく

率
りつ

が８割以上
わりいじょう

の事業所
じぎょうしょ

を令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

には全体
ぜんたい

の９割以上
わりいじょう

とし、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

を上回
うわまわ

る成果
せ い か

目標
もくひょう

を

設定
せってい

します。 

・市
し

や先進的
せんしんてき

な企業等
きぎょうとう

で取
と

り組
く

んでいる障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

事例
じ れ い

を他
た

の企業
きぎょう

等
とう

に周知
しゅうち

す

ることにより、障害者雇用
しょうがいしゃこよう

への理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

・企業
きぎょう

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

に障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターのジョブコーチを派遣
は け ん

する

など、より多
おお

くの障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら継続
けいぞく

して就労
しゅうろう

できる環境
かんきょう

を

整備
せ い び

していきます。 

・関係
かんけい

所管
しょかん

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえた農
のう

福
ふく

連携
れんけい

の実施
じ っ し

に向
む

けた方策
ほうさく

を検討
けんとう

し

つつ、関係
かんけい

機関
き か ん

への 協 力
きょうりょく

を求
もと

めます。 

 

５ 
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【成果
せ い か

目標
もくひょう

】 

項
こう

  目
もく

 数
すう

  値
ち

 考
かんが

 え 方
かた

 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（2023年度
ね ん ど

）における

年間
ねんかん

一般
いっぱん

就労移行者数
しゅうろういこうしゃすう

 

166人
にん

 
平成
へいせい

31年度
ね ん ど

（2019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

事業
じぎょう

等
とう

により一般
いっぱん

就労
しゅうろう

した者
もの

の数
かず

（131人
にん

）を基準
きじゅん

とする 
1.27倍

ばい

 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

について、

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（2023年度
ね ん ど

）における

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

 

117人
にん

 
平成
へいせい

31年度
ね ん ど

（2019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

事業
じぎょう

により

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

した者
もの

の数
かず

（90人
にん

）を

基準
きじゅん

とする。 

1.30倍
ばい

 

就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

Ａ型
がた

について、 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（2023年度
ね ん ど

）における

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

 

13人
にん

 
平成
へいせい

31年度
ね ん ど

（2019年度
ね ん ど

）におい

て、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

により

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

した者
もの

の数
かず

（11人
にん

）を

基準
きじゅん

とする。 
1.26倍

ばい

 

就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

Ｂ型
がた

について、 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（2023年度
ね ん ど

）における

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

 

30人
にん

 
平成
へいせい

31年度
ね ん ど

（2019年度
ね ん ど

）におい

て、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

により

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

した者
もの

の数
かず

（25人
にん

）を

基準
きじゅん

とする。 
1.23倍

ばい

 

就労移行支援事業等
しゅうろういこうしえんじぎょうとう

を通
つう

じて 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

する者
もの

の令和
れ い わ

 

５年度
ね ん ど

（2023年度
ね ん ど

）における就労
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
りようしゃ

の割合
わりあい

 

７割
わり

以上
いじょう

 
令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（2023年度
ね ん ど

）末
まつ

段階
だんかい

で

の割合
わりあい

 

就労定着支援事業所
しゅうろうていちゃくしえんじぎょうしょ

のうち、 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（2023年度
ね ん ど

）における

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

率
りつ

が８割以上
わりいじょう

の事業所
じぎょうしょ

の割合
わりあい

 

９割
わり

以上
いじょう

 
令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（2023年度
ね ん ど

）末
まつ

段階
だんかい

で

の割合
わりあい

 

 

 

５ 
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【活動
かつどう

指標
しひょう

】 

 

実績値
じっせきち

 

（見込
み こ

み） 
活動
かつどう

指標
しひょう

 

令和
れいわ

2年度
ねんど

 

（2020年度
ねんど

） 

令和
れいわ

3年度
ねんど

 

（2021年度
ねんど

） 

令和
れいわ

4年度
ねんど

 

（2022年度
ねんど

） 

令和
れいわ

5年度
ねんど

 

（2023年度
ねんど

） 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 人分
にんぶん

 1,370 1,395 1,420 1,445 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 400 411 422 433 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ型
がた

） 

人分
にんぶん

 
149 153 157 161 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ型
がた

） 

人分
にんぶん

 
1,480 1,530 1,580 1,630 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 100 120 140 160 

 

 

５ 
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（５）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

  

【国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

・児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターを中核
ちゅうかく

とした重層的
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、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターを各市町村
かくしちょうそん

に

少
すく

なくとも１か所以上
しょいじょう

設置
せ っ ち

することを基本
き ほ ん

とする。 

・障害
しょうがい

児
じ

の地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

（インクルージョン）を推進
すいしん

するため、各市町村
かくしちょうそん

に設置
せ っ ち

された児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターが保育
ほ い く

所
じょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

を実施
じ っ し

するなどにより、

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、全
すべ

ての市町村
しちょうそん

において、保育
ほ い く

所
じょ

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。 

・重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

児
じ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支援
し え ん

を受
う

けられるように、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０

２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、主
おも

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

を各市町村
かくしちょうそん

に少
すく

なくとも１か所以上
しょいじょう

確保
か く ほ

するこ

とを基本
き ほ ん

とする。 

・医療的
いりょうてき

ケア児
じ

が適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けられるように、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、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

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。 

 

【東京都
とうきょうと

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】※東京都
とうきょうと

が令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）１２月
がつ

に案
あん

として示
しめ

したもの 

・東京
とうきょう

都
と

は、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
など

をさらに進
すす

める観点
かんてん

から、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

して目標値
もくひょうち

を設定
せってい

する。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

・市
し

内
ない

には児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターがすでに２か所
しょ

（平成
へいせい

３０年
ねん

〔２０１

８年
ねん

〕１０月
がつ

時点
じ て ん

）設置
せ っ ち

されているため、これらを活用
かつよう

していきます。  

・市
し

には保育所
ほ い く じ ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が２か所
しょ

（令和
れ い わ

２年
ねん

〔２０２０年
ねん

〕３

月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

）ありますが、保育
ほ い く

所
じょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の拡充
かくじゅう

を目指
め ざ

します。 

・市
し

内
ない

には、すでに 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

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が

５ 
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２か所
しょ

、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

が４か所
しょ

ありますが、令和
れ い わ

５年
ねん

度
ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までにさらなる拡充
かくじゅう

を目指
め ざ

します。  

・市
し

ではすでに医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

のための保健
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

の協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

しているため、引
ひ

き続
つづ

き医療的
いりょうてき

ケア児
じ

に対
たい

する施策
し さ く

を検討
けんとう

していきます。  

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

に関
かん

するコーデ

ィネーターを地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

に配置
は い ち

します。  

 

【活動
かつどう

指標
しひょう

】 

 

実績値
じっせきち

 

（見込
み こ

み） 
活動
かつどう

指標
しひょう

 

令和
れいわ

2年度
ねんど

 

（2020年度
ねんど

） 

令和
れいわ

3年度
ねんど

 

（2021年度
ねんど

） 

令和
れいわ

4年度
ねんど

 

（2022年度
ねんど

） 

令和
れいわ

5年度
ねんど

 

（2023年度
ねんど

） 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 350 370 390 410 

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

 人分
にんぶん

 0 1 1 1 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 人分
にんぶん

 1,068 1,100 1,130 1,160 

保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 132 162 192 222 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 0 1 1 1 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 24 33 35 37 

 

 

  

５ 
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（６）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

 

【国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

・相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

するため、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、

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

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

の強化
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。 

 

【東京都
とうきょうと

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】※東京都
とうきょうと

が令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）１２月
がつ

に案
あん

として示
しめ

したもの 

・区
く

市町村
しちょうそん

の体制
たいせい

整備
せ い び

に必要
ひつよう

な相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の見込
み こ

みを把握
は あ く

し、指定
し て い

した研修
けんしゅう

事
じ

業者
ぎょうしゃ

とも連携
れんけい

して相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の養成
ようせい

を着実
ちゃくじつ

に 行
おこな

うとともに、地域
ち い き

課題
か だ い

に

ついての協議
きょうぎ

や相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

への助言
じょげん

・指導
し ど う

等
とう

を実施
じ っ し

するなど地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

において中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を果
は

たす主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を着実
ちゃくじつ

に養成
ようせい

し、

区
く

市町村
しちょうそん

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

強化
きょうか

を支援
し え ん

する。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

事業
じぎょう

の機能
き の う

を充実
じゅうじつ

させることにより、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を

図
はか

ります。  

 ・相談
そうだん

支援
し え ん

事業者
じぎょうしゃ

の連携
れんけい

強化
きょうか

やスキルアップのために、委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

連絡会
れんらくかい

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

連絡会
れんらくかい

において 情報
じょうほう

交換
こうかん

や勉強会
べんきょうかい

を

行
おこな

います。  

  

５ 
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（７）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

に係
かか

る体制
たいせい

の構築
こうちく

 

【国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

・令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、障害福祉
しょうがいふくし

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

（障害福祉
しょうがいふくし

サービス等
とう

に係
かか

る各種
かくしゅ

研修
けんしゅう

の活用
かつよう

、障害者自立
しょうがいしゃじりつ

支援
し え ん

審査
し ん さ

支払等
しはらいとう

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

、指導
し ど う

監査
か ん さ

結果
け っ か

の関係
かんけい

市町村
しちょうそん

との共有
きょうゆう

）

に関
かん

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。 

 

【東京都
とうきょうと

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】※東京都
とうきょうと

が令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）１２月
がつ

に案
あん

として示
しめ

したもの 

・東京
とうきょう

都
と

は、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

しつつ、東京
とうきょう

都
と

における実情
じつじょう

を踏
ふ

まえながら成果
せ い か

目標
もくひょう

を設定
せってい

する。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 ・障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

課
か

に新規
し ん き

配属
はいぞく

された 職員
しょくいん

を 中心
ちゅうしん

に、東京都
とうきょうと

が主催
しゅさい

する

障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

調査
ちょうさ

員等
いんとう

研修
けんしゅう

及
およ

び 障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

支援
し え ん

事業
じぎょう

に参加
さ ん か

します。  

 ・指導
し ど う

監査
か ん さ

課
か

において、障害福祉
しょうがいふくし

サービス事業者
じぎょうしゃ

等
とう

の実地
じ っ ち

検査
け ん さ

の結果
け っ か

を

市
し

ホームページで公表
こうひょう

します。  

 ・障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業者
じぎょうしゃ

の人材
じんざい

育成
いくせい

のため、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

す

るほか、各種
かくしゅ

研修
けんしゅう

の受講
じゅこう

を 促
うなが

します。  

 

  

５ 
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２．障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

 

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）における目標値
もくひょうち

を達成
たっせい

できるように、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

（２

０２１年度
ね ん ど

）から令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）までの各年度及
かくねんどおよ

び令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

（２０２

０年度
ね ん ど

）における指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス又
また

は相談
そうだん

支援
し え ん

の種類
しゅるい

ごとの必要
ひつよう

な量
りょう

の見込
み こ

み及
およ

びその見
み

込量
こみりょう

の確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

を、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

や東京都
とうきょうと

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえて定
さだ

めます。 

 

（１）訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

 

【国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

・ 現
げん

に利用
り よ う

している者
もの

の数
かず

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

のニーズ、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

への移行者
いこうしゃ

及
およ

び

退院
たいいん

可能
か の う

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

のうち、居宅
きょたく

介護
か い ご

等
とう

の利用
り よ う

が見込
み こ

まれる者
もの

の数
かず

、平均的
へいきんてき

な一人
ひ と り

当
あ

たり利用量
りようりょう

等
とう

を踏
ふ

まえて、利用者数
りようしゃすう

及
およ

び 量
りょう

の見込
み こ

みを定
さだ

める。 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

①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

や排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

など、生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

の介護
か い ご

サービスを 行
おこな

います。 

②重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

  

 常時
じょうじ

介護
か い ご

が必要
ひつよう

な重度
じゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

に、自宅
じ た く

で入浴
にゅうよく

や排
はい

せつ、食事
しょくじ

などの介護
か い ご

や外出
がいしゅつ

時
じ

の移動
い ど う

支援
し え ん

までを総合的
そうごうてき

に行
おこな

います。 

③行動
こうどう

援護
え ん ご

 

 外出
がいしゅつ

時
じ

に 生
しょう

じ得
う

る危険
き け ん

や混乱
こんらん

などを回避
か い ひ

するための援助
えんじょ

が必要
ひつよう

な知的
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

に、移動中
いどうちゅう

の介護
か い ご

などを提供
ていきょう

します。 

 

 

５ 
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④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

の外出
がいしゅつ

時
じ

に同行
どうこう

し、移動
い ど う

を援護
え ん ご

す

るとともに、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

います。 

 

⑤重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

  

 常
つね

に介護
か い ご

が必要
ひつよう

な人
ひと

の中
なか

でも介護
か い ご

の必要性
ひつようせい

が非常
ひじょう

に高
たか

い人
ひと

に、個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

に基
もと

づ

き居宅
きょたく

介護
か い ご

など複数
ふくすう

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを包括的
ほうかつてき

に提供
ていきょう

するサービスです。都内
と な い

に

事業所
じぎょうしょ

が１か所
しょ

しかなく、利用
り よ う

希望者
きぼうしゃ

が見込
み こ

めませんが、その他
た

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス

を組
く

み合
あ

わせることにより同等
どうとう

のサービスを提供
ていきょう

します。  

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

現在
げんざい

の訪問
ほうもん

系
けい

サービスの利用者数
りようしゃすう

を基礎
き そ

として、障害者
しょうがいしゃ

の重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

による

利用
り よ う

時間
じ か ん

の伸
の

びや新
あら

たな利用者
りようしゃ

を踏
ふ

まえて利用者
りようしゃ

数等
すうとう

を見込
み こ

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 
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【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 

時間分
じかんぶん

 85,116 87,912 87,807 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

602 637 660 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

時間分
じかんぶん

 484,242 502,626 522,964 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

188 191 195 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 

時間分
じかんぶん

 4,400 6,266 7,383 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

19 24 28 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 

時間分
じかんぶん

 31,635 36,300 38,331 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

180 182 188 

重
じゅう

度
ど

障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

 

時間分
じかんぶん

 0 0 0 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

0 0 0 

合計
ごうけい

 

時間分
じかんぶん

 605,393 633,104 656,485 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

989 1,034 1,071 

  

５ 
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【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 
令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 

時間分
じかんぶん

 90,202 92,596 94,991 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

678 696 714 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

時間分
じかんぶん

 536,373 549,783 563,192 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

200 205 210 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 

時間分
じかんぶん

 8,174 8,965 9,756 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

31 34 37 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 

時間分
じかんぶん

 39,962 41,593 43,224 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

196 204 212 

重
じゅう

度
ど

障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

 

時間分
じかんぶん

 0 0 0 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

0 0 0 

合計
ごうけい

 

時間分
じかんぶん

 674,711 692,937 711,163 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

1,105 1,139 1,173 

  

５ 
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（２）日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス  

【国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

・次
つぎ

の１及
およ

び２を踏
ふ

まえて、利用者数
りようしゃすう

及
およ

び量
りょう

の見込
み こ

みを定
さだ

める。 

 １．現
げん

に利用
り よ う

している者
もの

の数
かず

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

のニーズ、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

卒業生数
そつぎょうせいすう

の今後
こ ん ご

の見通
み と お

し等
とう

を勘案
かんあん

して見込
み こ

んだ数
かず

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

する者
もの

の見込
み こ み

数
すう

、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターの利用者
りようしゃ

見込数
みこみすう

を控除
こうじょ

した数
かず

。 

 ２．入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

への移行者
いこうしゃ

及
およ

び退院
たいいん

可能
か の う

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

のうち、日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サ

ービスの利用
り よ う

が見込
み こ

まれる者
もの

の数
かず

。 

 

①生活
せいかつ

介護
か い ご

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

 常
つね

に介護
か い ご

が必要
ひつよう

な人
ひと

に、おもに日中
にっちゅう

に施設
し せ つ

で入浴
にゅうよく

や排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

や創作的
そうさくてき

活動
かつどう

、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。障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

が区分
く ぶ ん

３以上
いじょう

（入所
にゅうしょ

の場合
ば あ い

は、

区分
く ぶ ん

４以上
いじょう

）又
また

は５０歳
さい

以上
いじょう

の区分
く ぶ ん

２以上
いじょう

（入所
にゅうしょ

の場合
ば あ い

は、区分
く ぶ ん

３以上
いじょう

）が対象者
たいしょうしゃ

となります。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

 現在
げんざい

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

のうち、本事業
ほんじぎょう

の対象者
たいしょうしゃ

見込
み こ み

数
すう

を基礎
き そ

とし、障害者
しょうがいしゃ

の

高齢化
こうれいか

と重度化
じゅうどか

が進
すす

んでいることなどを踏
ふ

まえて利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 人分
にんぶん

 1,311 1,344 1,370 

 

 

５ 
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【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 人分
にんぶん

 1,395 1,420 1,445 

 

②自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

）  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

に、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

ができるよう、一定
いってい

の期間
き か ん

（標 準
ひょうじゅん

期間
き か ん

１８か月
げつ

）、身体
しんたい

機能
き の う

向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

 市内
し な い

には自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

）を受
う

けられる施設
し せ つ

はありませんが、市外
し が い

の施設
し せ つ

へ

通院
つういん

している障害者
しょうがいしゃ

の数
かず

をもとに、利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 人分
にんぶん

 8 6 4 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 人分
にんぶん

 4 4 4 

 

 

５ 



 

- 106 - 

 

③自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

）  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

に、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

ができるよ

う、一定
いってい

の期間
き か ん

（ 標 準
ひょうじゅん

期間
き か ん

２４か月
げつ

、長期
ちょうき

入所者
にゅうしょしゃ

の場合
ば あ い

３６か月
げつ

）、生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

  

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

 現在
げんざい

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を利用
り よ う

している知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

などの利用者数
りようしゃすう

を基礎
き そ

として、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

の数値
す う ち

目標
もくひょう

等
とう

を踏
ふ

まえて利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 人分
にんぶん

 125 136 136 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 人分
にんぶん

 140 140 140 

  

５ 
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④就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

等
とう

に向
む

けて、一定
いってい

期間
き か ん

（ 標 準
ひょうじゅん

期間
き か ん

２４か月
げつ

）、事業所
じぎょうしょ

における作業
さぎょう

や

実習
じっしゅう

、適性
てきせい

にあった職場
しょくば

探
さが

し、就労後
しゅうろうご

の職場
しょくば

定着
ていちゃく

のための支援
し え ん

等
とう

を 行
おこな

います。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

 現在
げんざい

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

のうち、本事業
ほんじぎょう

の対象者
たいしょうしゃ

見込数
みこみすう

を基礎
き そ

とし、市
し

が障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

を今後
こ ん ご

の主要
しゅよう

な取組
とりくみ

と捉
とら

えていることを踏
ふ

まえて利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 378 392 400 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 411 422 433 

 

  

５ 
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⑤就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

 通常
つうじょう

の事業所
じぎょうしょ

で 働
はたら

くことが困難
こんなん

な人
ひと

に、 働
はたら

く場
ば

の提供
ていきょう

や就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

や

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。雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

ぶことを基本
き ほ ん

とするＡ型
がた

と

雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

ばないＢ型
がた

があります。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

 現在
げんざい

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

のうち、本事業
ほんじぎょう

の対象者
たいしょうしゃ

見込
み こ み

数
すう

を基礎
き そ

として、施設
し せ つ

の新規
し ん き

開設
かいせつ

等
とう

を踏
ふ

まえて利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

（Ａ型
がた

） 人分
にんぶん

 130 149 149 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

（Ｂ型
がた

） 人分
にんぶん

 1,376 1,480 1,480 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

（Ａ型
がた

） 人分
にんぶん

 153 157 161 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

（Ｂ型
がた

） 人分
にんぶん

 1,530 1,580 1,630 

 

  

５ 
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⑥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

内容
ないよう

】 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

等
とう

の利用
り よ う

を経
へ

て一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

した障害者
しょうがいしゃ

で、就労
しゅうろう

に伴
ともな

う環境
かんきょう

変化
へ ん か

により生活面
せいかつめん

の課題
か だ い

が 生
しょう

じている人
ひと

について、課題
か だ い

解決
かいけつ

に必要
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

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

（２０１８年度
ね ん ど

）に創設
そうせつ

されたサービスであり、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

等
とう

の

利用
り よ う

を経
へ

て一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

した人
ひと

のうち一
いっ

定数
ていすう

が本
ほん

サービスを利用
り よ う

することを見込
み こ

み、事業所数
じぎょうしょすう

の増加
ぞ う か

を勘案
かんあん

して利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 38 92 100 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 120 140 160 

 

  

５ 
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⑦療養
りょうよう

介護
か い ご

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

 医療
いりょう

の必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

で常
つね

に介護
か い ご

が必要
ひつよう

な人
ひと

に、医療
いりょう

機関
き か ん

で機能
き の う

訓練
くんれん

や療 養 上
りょうようじょう

の

管理
か ん り

、看護
か ん ご

、介護
か い ご

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。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

現在
げんざい

の利用
り よ う

実績
じっせき

に、医療型
いりょうがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における１８歳
さい

以上
いじょう

の入所者
にゅうしょしゃ

を含
ふく

めて

利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 人分
にんぶん

 43 42 43 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 人分
にんぶん

 43 43 43 

 

  

５ 
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⑧短期
た ん き

入所
にゅうしょ

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

 自宅
じ た く

で介護
か い ご

を行
おこな

う人
ひと

が病気
びょうき

などの場合
ば あ い

、短期
た ん き

の入所
にゅうしょ

による入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の

介護
か い ご

などを行
おこな

います。障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

において実施
じ っ し

する福祉型
ふくしがた

と、病院
びょういん

、診療所
しんりょうじょ

、

介護
か い ご

老人
ろうじん

保健
ほ け ん

施設
し せ つ

において実施
じ っ し

する医療型
いりょうがた

があります。 

  

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

 現時点
げんじてん

の利用者数
りようしゃすう

を基礎
き そ

として、障害者
しょうがいしゃ

の重度化
じゅうどか

や家族
か ぞ く

の高齢化
こうれいか

等
とう

による

利用者数
りようしゃすう

の伸
の

びや、新
あら

たな利用者
りようしゃ

等
とう

を踏
ふ

まえて利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。   

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（福祉型
ふくしがた

） 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 338 365 220 

延利用者数
のべりようしゃすう

（人分
にんぶん

） 18,566 19,326 15,460 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（医療型
いりょうがた

） 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 62 69 68 

延利用者数
のべりようしゃすう

（人分
にんぶん

） 2,003 2,742 2,194 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（福祉型
ふくしがた

） 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 374 382 390 

延利用者数
のべりようしゃすう

（人分
にんぶん

） 19,803 20,227 20,651 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（医療型
いりょうがた

） 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 71 73 75 

延利用者数
のべりようしゃすう

（人分
にんぶん

） 2,822 2,902 2,982 

５ 
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（３）居住
きょじゅう

系
けい

サービス  

①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） 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

 ひとり暮
ぐ

らしをするには不安
ふ あ ん

のある知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

又
また

は精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に

対
たい

し、グループホームで日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

や援助
えんじょ

、入浴
にゅうよく

や排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

など

を行
おこな

います。 

   

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

 現時点
げんじてん

のグループホームの利用者数
りようしゃすう

を基礎
き そ

とし、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

が進
すす

むことや、市
し

が共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム）の整備
せ い び

の促進
そくしん

を今後
こ ん ご

の主要
しゅよう

な

取組
とりくみ

と捉
とら

えていることなどを踏
ふ

まえて、利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

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） 
人分
にんぶん

 691 772 772 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

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） 
人分
にんぶん

 850 925 1,000 

 

  

５ 
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② 施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

 介護
か い ご

が必要
ひつよう

な人
ひと

や通所
つうしょ

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

で、生活
せいかつ

介護
か い ご

、自立
じ り つ

訓練
くんれん

や就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

のサービスを利用
り よ う

している人
ひと

に対
たい

して、居住
きょじゅう

の場
ば

を提供
ていきょう

し、夜間
や か ん

における入浴
にゅうよく

や排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを行
おこな

います。 

  

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

までに、平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

（２０１９年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の９％以上
いじょう

が、グループホーム等
とう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

するとともに、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２３年度
ね ん ど

）末
まつ

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

が令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

（２０２０年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を超
こ

えないことを目指
め ざ

します。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 381 373 380 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 人分
にんぶん

 380 380 380 

 

 

 

 

 

 

５ 
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③ 自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

やグループホームなどからひとり暮
ぐ

らしへの移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する人
ひと

の意思
い し

を

尊重
そんちょう

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、定期的
ていきてき

な巡回
じゅんかい

訪問
ほうもん

や随時
ず い じ

の対応
たいおう

など適切
てきせつ

な

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

（２０１８年度
ね ん ど

）に創設
そうせつ

されたサービスであるため、ひとり暮
ぐ

らし

への移行
い こ う

希望者
きぼうしゃ

のうち一
いっ

定数
ていすう

が本
ほん

サービスを利用
り よ う

すると見込
み こ

み、事業所数
じぎょうしょすう

の増加
ぞ う か

を

勘案
かんあん

して利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 人分
にんぶん

 9 16 19 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 人分
にんぶん

 22 24 26 

 

 

 

 

５ 
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（４）相談
そうだん

支援
し え ん

 

①計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

 施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

や入院
にゅういん

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

や、居宅
きょたく

・通所
つうしょ

サービス

を受
う

けようとする障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、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、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

と

の連絡
れんらく

調整
ちょうせい

、モニタリング等
とう

を行
おこな

います。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス及
およ

び地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

（地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

）の利用者
りようしゃ

等
とう

を踏
ふ

まえ、原則
げんそく

として全
すべ

ての障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス及
およ

び地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

の利用者
りようしゃ

を対象
たいしょう

と

して、利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 人分
にんぶん

/月
つき

 161 182 209 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 人分
にんぶん

/月
つき

 220 230 240 

 

 

 

 

５ 
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②地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

や入院
にゅういん

から地域
ち い き

での生活
せいかつ

に移行
い こ う

するための、住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

や新生活
しんせいかつ

の

準備
じゅんび

等
とう

について一定
いってい

の期間
き か ん

（標 準
ひょうじゅん

期間
き か ん

６か月
げつ

）、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

及
およ

び精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

の人数
にんずう

や地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行者
いこうしゃ

数等
すうとう

を踏
ふ

まえて、

利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 人分
にんぶん

/月
つき

 6 7 5 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 人分
にんぶん

/月
つき

 9 10 11 

  

５ 
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③地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】  

 居宅
きょたく

でひとり暮
ぐ

らしをしている人
ひと

や家庭
か て い

の 状 況
じょうきょう

等
とう

により同居
どうきょ

している家族
か ぞ く

による

支援
し え ん

を受
う

けられない障害者
しょうがいしゃ

の、夜間
や か ん

等
とう

を含
ふく

む緊
きん

急時
きゅうじ

における連絡
れんらく

、相談
そうだん

等
とう

の必
ひつ

要
よう

なサ

ポート体制
たいせい

の確保
か く ほ

について一定
いってい

の期間
き か ん

（標 準
ひょうじゅん

期間
き か ん

６か月
げつ

）支援
し え ん

を行
おこな

います。 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 地域
ち い き

における単身
たんしん

の障害者
しょうがいしゃ

や家庭
か て い

の 状 況
じょうきょう

等
とう

により同居
どうきょ

している家族
か ぞ く

による支援
し え ん

を受
う

けられない障害者
しょうがいしゃ

の人数
にんずう

、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行者数
いこうしゃすう

を踏
ふ

まえて利用者数
りようしゃすう

を見込
み こ

み

ます。 
 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 人分
にんぶん

/月
つき

 1 4 5 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 人分
にんぶん

/月
つき

 7 8 9 

 

 

  

５ 
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（５）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのサービス 量
りょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

 

①訪問
ほうもん

系
けい

サービスについては、利用者
りようしゃ

や利用
り よ う

時
じ

間数
かんすう

の増加
ぞ う か

が見込
み こ

まれることから、サ

ービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

との連携
れんけい

等
とう

を通
つう

じて、より効率的
こうりつてき

なサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を

図
はか

ります。 

②日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスについては、利用者
りようしゃ

や利用
り よ う

時
じ

間数
かんすう

の増加
ぞ う か

が見込
み こ

まれることか

ら、利用者
りようしゃ

のニーズ等
とう

の把握
は あ く

に努
つと

め、日中
にっちゅう

活動
かつどう

事業
じぎょう

を促進
そくしん

するなど体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

ります。 

③居住
きょじゅう

系
けい

サービスについては、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

を促進
そくしん

する視点
し て ん

から、地域
ち い き

におけ

る居住
きょじゅう

の場
ば

としての共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム）の整備
せ い び

の促進
そくしん

を図
はか

ります。

特
とく

に重度
じゅうど

・重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

できるグループホームについては、さらなる整備
せ い び

の

促進
そくしん

を目指
め ざ

します。  ５ 
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３．地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 国
くに

は、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

において、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

じて自治体
じ ち た い

が

柔軟
じゅうなん

に実施
じ っ し

する事業
じぎょう

として、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を定
さだ

めています。本市
ほ ん し

でも、この地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

として、相談
そうだん

支援
し え ん

、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

など各種
かくしゅ

の事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します。 

なお、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

は市町村
しちょうそん

が必
かなら

ず取
と

り組
く

むべき必須
ひ っ す

事業
じぎょう

と、市町村
しちょうそん

がそれぞれ

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

に合
あ

わせて取
と

り組
く

む任意
に ん い

事業
じぎょう

に分
わ

けられています。 

 

（１）必須
ひ っ す

事業
じぎょう

 

①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

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

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

む上
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
しょうがい

への理解
り か い

を深
ふか

める研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を通
つう

じて地域
ち い き

住民
じゅうみん

への働
はたら

きかけを強化
きょうか

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。 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 市
し

では障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らせる八王子
はちおうじ

づくり条例
じょうれい

や障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

に基
もと

づき、障害
しょうがい

理解
り か い

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

ん

できましたが、今後
こ ん ご

も障害
しょうがい

理解
り か い

のための周知
しゅうち

イベントの開催
かいさい

や広報
こうほう

、市
し

ホームペー

ジ、ガイドブック等
とう

を活用
かつよう

した啓発
けいはつ

活動
かつどう

を継続的
けいぞくてき

に行
おこな

っていきます。 

 

②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

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

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

、

その家族
か ぞ く

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

による地域
ち い き

における自発的
じはつてき

な取組
とりくみ

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。 

 

 

５ 
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【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

するボランティアの養成
ようせい

や活動
かつどう

の支援
し え ん

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

を含
ふく

めた地域
ち い き

にお

ける災害
さいがい

対策
たいさく

活動
かつどう

の支援
し え ん

等
とう

を通
つう

じて、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

していきます。 

 

③相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

からの相談
そうだん

に応
おう

じ、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の活用
かつよう

を図
はか

りつつ、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の

提供
ていきょう

、助言
じょげん

及
およ

び指導
し ど う

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

支援
し え ん

等
とう

、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うとともに、

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

や虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

及
およ

びその早期
そ う き

発見
はっけん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

その他
た

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の権利
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。 

 また、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

（公営
こうえい

住宅
じゅうたく

及
およ

び民間
みんかん

の賃貸
ちんたい

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、保証人
ほしょうにん

がいないなどの理由
り ゆ う

で入居
にゅうきょ

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

等
とう

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

等
とう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

します。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 市域
し い き

が広
ひろ

い八王子市
は ち お う じ し

において、交通
こうつう

の利便性
りべんせい

の高
たか

い身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で相談
そうだん

支援
し え ん

を受
う

けら

れるように、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を行
おこな

う事業所
じぎょうしょ

を５か所
しょ

設置
せ っ ち

しています。また、現在
げんざい

のと

ころ障害者
しょうがいしゃ

福祉課
ふ く し か

を相談
そうだん

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う機関
き か ん

としての基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

セ

ンターと位置
い ち

づけ、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。 

 また、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

していても、保証人
ほしょうにん

がいないな

どの理
り

由
ゆう

で入
にゅう

居
きょ

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、円滑
えんかつ

な入居
にゅうきょ

のための支援
し え ん

を 行
おこな

う住宅
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

（居住
きょじゅう

サポート事業
じぎょう

）を継続
けいぞく

していきます。 

 

  

５ 
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【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

相談
そうだん

件数
けんすう

 
延件数
のべけんすう

（件
けん

） 34,852 37,590 32,000 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

相談
そうだん

件数
けんすう

 
延件数
のべけんすう

（件
けん

） 34,000 36,000 38,000 

 

  

５ 
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④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

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすことができるよう、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

すること

が必要
ひつよう

である障害者
しょうがいしゃ

が、補助
ほ じ ょ

を受
う

けなければ制度
せ い ど

の利用
り よ う

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

、申立
もうした

てに要
よう

する費用
ひ よ う

及
およ

び後見人
こうけんにん

等
とう

の報酬
ほうしゅう

等
とう

を助成
じょせい

します。  

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 成年
せいねん

後見
こうけん

・あんしんサポートセンター八王子
はちおうじ

と連携
れんけい

し、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な

活用
かつよう

と、パンフレット等
とう

による周知
しゅうち

を図
はか

っていきます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

申立
もうした

て件数
けんすう

 延件数
のべけんすう

（件
けん

） 7 1 15 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

申立
もうした

て件数
けんすう

 延件数
のべけんすう

（件
けん

） 15 15 15 

 

 

  

５ 
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⑤意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 視覚
し か く

、聴覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

、音声
おんせい

機能
き の う

その他
た

の障害
しょうがい

のため、意思
い し

疎通
そ つ う

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

等
とう

とその他
た

の者
もの

との意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

する手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

協 力 者
きょうりょくしゃ

及
およ

び要約
ようやく

筆
ひっ

記
き

協 力 者
きょうりょくしゃ

、

盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

け通訳
つうやく

・介助者
かいじょしゃ

、失語症者向
しつごしょうしゃむ

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

・派遣
は け ん

を行
おこな

うこと

で、意思
い し

疎通
そ つ う

の円滑化
えんかつか

に取
と

り組
く

みます。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

協 力 者
きょうりょくしゃ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

協 力 者
きょうりょくしゃ

及
およ

び盲
もう

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つうやく

・介助者
かいじょしゃ

、失語症者向
しつごしょうしゃむ

け

意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

と登録者数
とうろくしゃすう

・派遣
は け ん

件数
けんすう

の増加
ぞ う か

を図
はか

り、情報
じょうほう

保障
ほしょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り

ます。 

 

  

５ 
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【実績
じっせき

】 

※は、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の影響
えいきょう

により中止
ちゅうし

 

 

 

 

 

  
平成
へいせい

３０年
ねん

度
ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

３１年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

養
成

よ
う
せ
い

事
業

じ
ぎ
ょ
う 

 

手
話

し

ゅ

わ 

初級
しょきゅう

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 83 78 ※ 

中 級
ちゅうきゅう

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 63 57 ※ 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

入門
にゅうもん

 

修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 
46 29 ※ 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

 

修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 
7 9 ※ 

要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

養成
ようせい

修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 

（２ヶ年
か ね ん

講習会
こうしゅうかい

のため隔年
かくねん

） 
- 10 ※ 

盲
もう

ろう通訳者
つうやくしゃ

・介助者
かいじょしゃ

養成
ようせい

 

修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 
3 5 ※ 

失語症者向け
しつごしょうしゃむけ

意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

養成
ようせい

 

必修
ひっしゅう

基礎
き そ

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 
 4 ※ 

派
遣

は

け

ん

事
業

じ
ぎ
ょ
う 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

協 力 者
きょうりょくしゃ

 

延派遣
のべはけん

件数
けんすう

（件
けん

） 
1,763 1,668 1,440 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

協 力 者
きょうりょくしゃ

 

登録者数
とうろくしゃすう

（人
にん

） 
35 35 40 

要約
ようやく

筆記
ひ っ き

協 力 者
きょうりょくしゃ

 

登録者数
とうろくしゃすう

（人
にん

） 
18 17 19 

盲
もう

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つうやく

・介助者
かいじょしゃ

登録者数
とうろくしゃすう

（人
にん

） 
12 15 12 

５ 
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【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

※は、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

（２０２１年度
ね ん ど

）開始
か い し

 

 

 

 

  令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

養
成

よ
う
せ
い

事
業

じ
ぎ
ょ
う 

 

手
話

し

ゅ

わ 

初級
しょきゅう

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 80 80 80 

中 級
ちゅうきゅう

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 60 60 60 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

入門
にゅうもん

 

修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 
20 20 20 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

 

修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 
5 5 5 

要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

養成
ようせい

修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 

（２ヶ年
か ね ん

講習会
こうしゅうかい

のため隔年
かくねん

） 
- 10 - 

盲
もう

ろう通訳者
つうやくしゃ

・介助者
かいじょしゃ

養成
ようせい

 

修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 
5 5 5 

失語症者向け
しつごしょうしゃむ  

意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

養成
ようせい

 

必修
ひっしゅう

基礎
き そ

修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 
4 4 4 

応用
おうよう

※ 

修了者数
しゅうりょうしゃすう

（人
にん

） 
4 4 4 

派
遣

は

け

ん

事
業

じ
ぎ
ょ
う 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

協 力 者
きょうりょくしゃ

 

延派遣
のべはけん

件数
けんすう

（件
けん

） 
1,740 1,790 1,840 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

協 力 者
きょうりょくしゃ

 

登録者数
とうろくしゃすう

（人
にん

） 
40 41 42 

要約
ようやく

筆記
ひ っ き

協 力 者
きょうりょくしゃ

 

登録者数
とうろくしゃすう

（人
にん

） 
19 20 21 

盲
もう

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つうやく

・介助者
かいじょしゃ

登録者数
とうろくしゃすう

（人
にん

） 
12 13 14 

５ 
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⑥日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、障害
しょうがい

の種類
しゅるい

、程度
て い ど

に応
おう

じた日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

を給付
きゅうふ

します。 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

して適切
てきせつ

な給付
きゅうふ

を行
おこな

い、日常生活
にちじょうせいかつ

の

便宜
べ ん ぎ

を図
はか

ります。障害者
しょうがいしゃ

の重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

により、件数
けんすう

の増加
ぞ う か

を見込
み こ

みます。 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

 

給付
きゅうふ

件数
けんすう

（件
けん

） 

13,448 12,436 13,700 

 介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 64 55 60 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 102 88 100 

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

 123 92 130 

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

 254 300 300 

排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 12,889 11,891 13,100 

小規模
しょうきぼ

住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

 16 10 10 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

 

給付
きゅうふ

件数
けんすう

（件
けん

） 

13,921 14,142 14,363 

 介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 60 60 60 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 110 120 130 

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

 130 130 130 

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

 310 320 330 

排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 13,300 13,500 13,700 

小規模
しょうきぼ

住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

 11 12 13 

５ 
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⑦移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 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

等
とう

 (同行
どうこう

援護
え ん ご

に該当
がいとう

する視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

を除
のぞ

く)の

外出
がいしゅつ

を支援
し え ん

し、地域
ち い き

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を促進
そくしん

します。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

していくことから、利用者
りようしゃ

数等
すうとう

の増加
ぞ う か

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

  
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

移動
い ど う

支援
し え ん

 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 762 771 780 

延利用
のべりよう

時間数
じかんすう

（時間分
じかんぶん

） 87,738 86,668 86,500 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

  令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

移動
い ど う

支援
し え ん

 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 789 798 807 

延利用
のべりよう

時間数
じかんすう

（時間分
じかんぶん

） 87,400 88,300 89,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 
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⑧地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターは、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

、生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

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

のサービスを 行
おこな

います。 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】  

個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に合
あ

った創作的
そうさくてき

活動
かつどう

や生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

や、社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

の場
ば

を

提供
ていきょう

しており、今後
こ ん ご

も相談
そうだん

件数
けんすう

や利用者数
りようしゃすう

の増加
ぞ う か

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

 

センター（Ⅰ
いち

型
がた

） 

相談件数
そうだんけんすう

（件
けん

） 
2,850 2,603 2,800 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

 

センター（Ⅲ
さん

型
がた

） 

延利用者数
のべりようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
4,272 4,212 4,212 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

 

センター（Ⅰ
いち

型
がた

） 

相談
そうだん

件数
けんすう

（件
けん

） 
2,900 3,000 3,100 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

 

センター（Ⅲ
さん

型
がた

） 

延利用者数
のべりようしゃすう

（人分
にんぶん

） 

4,350 4,450 4,550 

  

５ 
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（２）任意
に ん い

事業
じぎょう

 

①訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス事業
じぎょう

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 家族
か ぞ く

の介助
かいじょ

だけでは入浴
にゅうよく

することのできない在宅
ざいたく

の重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）に対
たい

し、訪
ほう

問
もん

により居宅
きょたく

において入浴
にゅうよく

サービスを提供
ていきょう

します。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 障害
しょうがい

の重度化
じゅうどか

や家族
か ぞ く

の高齢化
こうれいか

などにより、利用者数
りようしゃすう

の増加
ぞ う か

を見込
み こ

みます。 

  

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス 
延利用者数
のべりようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
2,987 3,041 2,866 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス 
延利用者数
のべりようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
3,200 3,300 3,400 

 

  

５ 
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②自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

教習費
きょうしゅうひ

・自動車
じどうしゃ

改造費
かいぞうひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 心身障害者本人
しんしんしょうがいしゃほんにん

が免許
めんきょ

を取得
しゅとく

するために要
よう

した費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

及
およ

び身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

が所有
しょゆう

し運転
うんてん

する自動車
じどうしゃ

の改造
かいぞう

に要
よう

した費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 出前
で ま え

講座
こ う ざ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

での説明会
せつめいかい

等
とう

で引
ひ

き続
つづ

き制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

教習費
きょうしゅうひ

 
助成
じょせい

件数
けんすう

（件
けん

） 
4 6 8 

自動車
じどうしゃ

改造費
かいぞうひ

助成
じょせい

 
助成
じょせい

件数
けんすう

（件
けん

） 
11 6 6 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

教習費
きょうしゅうひ

 
助成
じょせい

件数
けんすう

（件
けん

） 
7 7 7 

自動車
じどうしゃ

改造費
かいぞうひ

助成
じょせい

 
助成
じょせい

件数
けんすう

（件
けん

） 
11 11 11 

 

  

５ 
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③点字
て ん じ

・声
こえ

の広報
こうほう

等
とう

発行
はっこう

事業
じぎょう

  

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 文字
も じ

による情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

が困難
こんなん

な視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

のために、「広報
こうほう

はちおうじ」や「市
し

議
ぎ

会
かい

だ

より（ひびき）」など市
し

が提
てい

供
きょう

する各種
かくしゅ

の情報
じょうほう

について、点字化
て ん じ か

や音声化
おんせいか

を進
すす

めます。 

なお、令和
れ い わ

２年
ねん

（２０２０年
ねん

）７月
がつ

からは多言語
た げ ん ご

対応
たいおう

アプリ「カタログポケット」

を導入
どうにゅう

し、電子版
でんしばん

「広報
こうほう

はちおうじ」を９か国語
こ く ご

に翻訳
ほんやく

できるようになりました。（テ

キストをタップすると、文字
も じ

が拡大
かくだい

表示
ひょうじ

されるポップアップ機能
き の う

があります。） 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 市
し

が提供
ていきょう

する情報
じょうほう

について、点字化
て ん じ か

や音声化
おんせいか

を進
すす

めるとともに、音声
おんせい

コードや

音声
おんせい

読
よ

み上
あ

げソフト等
とう

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。加
くわ

えて、市
し

のホームページにおける音声
おんせい

フ

ァイルの提供
ていきょう

を推進
すいしん

するなど、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

の幅
はば

を広
ひろ

げます。 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

点字
て ん じ

広報
こうほう

等
とう

発行
はっこう

 部数
ぶ す う

（部
ぶ

） 1,087 1,052 1,050 

声
こえ

の広報
こうほう

等
とう

発行
はっこう

 部数
ぶ す う

（部
ぶ

）  2,142 2,073 2,100 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

点字
て ん じ

広報
こうほう

等
とう

発行
はっこう

 部数
ぶ す う

（部
ぶ

） 1,200 1,210 1,220 

声
こえ

の広報
こうほう

等
とう

発行
はっこう

 部数
ぶ す う

（部
ぶ

）  2,200 2,250 2,300 

  

５ 
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④障害者
しょうがいしゃ

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

 介護者
かいごしゃ

が疾病
しっぺい

等
とう

の理由
り ゆ う

により居宅
きょたく

における介護
か い ご

ができない場合
ば あ い

や、介護者
かいごしゃ

が一時的
いちじてき

な休息
きゅうそく

を必要
ひつよう

とする場合
ば あ い

に、障害者
しょうがいしゃ

を一時的
いちじてき

に施設
し せ つ

で預
あず

かり、必要
ひつよう

な保護
ほ ご

を 行
おこな

う

日帰
ひ が え

りショートステイを実施
じ っ し

します。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方】 

 障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

の高齢化
こうれいか

により居宅
きょたく

介護
か い ご

が一時的
いちじてき

に困難
こんなん

になることや、介護者
かいごしゃ

の

休息
きゅうそく

が必要
ひつよう

となる場面
ば め ん

が増
ふ

えることを見据
み す

え、利用増
りようぞう

を見込
み こ

みます。 

 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

障害者
しょうがいしゃ

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 
延利用者数
のべりようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
1,814 1,621 1,296 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

障害者
しょうがいしゃ

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 
延利用者数
のべりようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
1,750 1,760 1,770 

 

  

５ 
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（３）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

 

①サービスに関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

を幅広
はばひろ

く行
おこな

い、利用
り よ う

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

②関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

り、支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

③事
じ

業者
ぎょうしゃ

や利用者
りようしゃ

ニーズの把握
は あ く

に努
つと

め、多様
た よ う

な事
じ

業者
ぎょうしゃ

の参入
さんにゅう

を促進
そくしん

するなど、サ

ービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

④地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた障害
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

体制
たいせい

確保
か く ほ

のため、障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

と協議
きょうぎ

しながら、サービス内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

と支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を

図
はか

っていきます。また、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する人権
じんけん

の擁護
よ う ご

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に向
む

けた啓発
けいはつ

活動
かつどう

についても、障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

において検討
けんとう

していきます。 

５ 
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４．障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

 

 

 国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

では、障害児
しょうがいじ

及
およ

びその家族
か ぞ く

を支援
し え ん

する体制
たいせい

を確保
か く ほ

するために、児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づく障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の整備
せ い び

に関
かん

しても障害
しょうがい

児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に定
さだ

め、当該
とうがい

計画
けいかく

に沿
そ

った取組
とりくみ

を進
すす

めるよう努
つと

めるものとされています。本計画
ほんけいかく

では、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

に関
かん

する

サービス量
りょう

の見込
み こ

みを設定
せってい

し、その充実
じゅうじつ

に努
つと

めていきます。 

 

（１）障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

のサービス 

①児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

障害児
しょうがいじ

に、日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

の指導
し ど う

、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

等
とう

を行
おこな

います。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

近年
きんねん

における事業所
じぎょうしょ

の新規
し ん き

開設
かいせつ

と利用者
りようしゃ

の増加
ぞ う か

を受
う

け、今後
こ ん ご

も利用者
りようしゃ

が安心
あんしん

してサ

ービスを利用
り よ う

できる環境
かんきょう

づくりを図
はか

っていきます。 

 

【実績】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 317 350 350 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 370 390 410 

 

５ 
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②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

 

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

障害児
しょうがいじ

に、日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

の指導
し ど う

、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

等
とう

のほ

か、治療
ちりょう

を行
おこな

います。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 近年
きんねん

、 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

や医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の療育
りょういく

に関
かん

するニーズが高
たか

まっています

が、市内
し な い

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

がなく、新規
し ん き

利用者
りようしゃ

がいないため、１名
めい

程度
て い ど

の利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

医療型児童発達支援
いりょうがたじどうはったつしえん

 
利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
0 0 0 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

医療型児童発達支援
いりょうがたじどうはったつしえん

 
利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
1 1 1 

 

 

  

５ 
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③放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

就学
しゅうがく

している障害児
しょうがいじ

に、授業
じゅぎょう

の終了後
しゅうりょうご

または 休 業
きゅうぎょう

日
び

に生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のた

めに必要
ひつよう

な訓練
くんれん

や社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

の機会
き か い

等
とう

を提供
ていきょう

します。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 近年
きんねん

における事業所
じぎょうしょ

の新規
し ん き

開設
かいせつ

と利用者
りようしゃ

の増加
ぞ う か

を受
う

け、今後
こ ん ご

も利用者
りようしゃ

が安心
あんしん

してサ

ービスを利用
り よ う

できる環境
かんきょう

づくりを図
はか

っていきます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

放課後
ほ う か ご

等
とう

 

デイサービス 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
1,031 1,068 1,068 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

放課後
ほ う か ご

等
とう

 

デイサービス 

利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
1,100 1,130 1,160 

 

 

 

 

 

  

５ 
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④保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

保育所
ほいくじょ

等
とう

を訪問
ほうもん

し、保育所
ほいくじょ

等
とう

に通
かよ

う障害児
しょうがいじ

に、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

のための専門的
せんもんてき

な

支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

います。 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 近年
きんねん

、サービスの周知
しゅうち

が広
ひろ

がったことにより利用者数
りようしゃすう

が急増
きゅうぞう

しており、今後
こ ん ご

も

利用者数
りようしゃすう

の増加
ぞ う か

を見込
み こ

みます。 

 なお、本
ほん

サービスとは異
こと

なる事業
じぎょう

ですが、市
し

では保育所
ほいくじょ

等
とう

を訪問
ほうもん

して障害児
しょうがいじ

への

適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

う巡回
じゅんかい

発達
はったつ

相談
そうだん

を実施
じ っ し

しています。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 
利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
5 18 132 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 
利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 
162 192 222 

 

  

５ 
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⑤居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

など、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

を受
う

けるために外出
がいしゅつ

することが 著
いちじる

しく

困難
こんなん

な障害児
しょうがいじ

の居宅
きょたく

を訪問
ほうもん

し、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

の指導
し ど う

などの支援
し え ん

を

行
おこな

います。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

（２０１８年度
ね ん ど

）に創設
そうせつ

されたサービスであるが、市内
し な い

に事業所
じぎょうしょ

がな

く、利用者
りようしゃ

がいないため、１名
めい

程度
て い ど

の利用
り よ う

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 0 0 0 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
利用者数
りようしゃすう

（人分
にんぶん

） 1 1 1 

  

５ 
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⑥障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

【事業
じぎょう

内容
ないよう

】 

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

を利用
り よ う

する障害児
しょうがいじ

を対象
たいしょう

に、サービスの内容
ないよう

等
とう

を定
さだ

めた障害児
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
けってい

が行
おこな

われた後
あと

に、当該
とうがい

支給
しきゅう

決定
けってい

等
とう

の内容
ないよう

を反映
はんえい

し

た障害児
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。 

 

【市
し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

 セルフプランを利用
り よ う

する者
もの

が多
おお

いが、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

を利用
り よ う

する障害児
しょうがいじ

の増加
ぞ う か

を

勘案
かんあん

し、サービス量
りょう

を見込
み こ

みます。 

 

【実績
じっせき

】 

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

（2018年度
ね ん ど

） 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

 

（2019年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

（2020年度
ね ん ど

） 

（見込
み こ

み） 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 人分
にんぶん

/月
つき

 28 27 24 

 

【サービス量
りょう

の見込
み こ

み】 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 

（2021年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

（2022年度
ね ん ど

） 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

（2023年度
ね ん ど

） 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 人分
にんぶん

/月
つき

 33 35 37 

 

  

５ 
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（２）サービス 量
りょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

 

①障害児
しょうがいじ

の家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

してサービスに関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

を幅広
はばひろ

く 行
おこな

い、利用
り よ う

促進
そくしん

を

図
はか

ります。 

②関係
かんけい

機関
き か ん

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

により、的確
てきかく

にニーズを把握
は あ く

し、サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

③障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

め、福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・教育
きょういく

の各機関
かくきかん

と連携
れんけい

を図
はか

りつつ、適切
てきせつ

な療育
りょういく

につなげていきます。 

  

５ 
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５．施設
し せ つ

の整備
せ い び

目標
もくひょう

 

 本市
ほ ん し

における各種
かくしゅ

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

の定員
ていいん

について、平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

（２０１

８年度
ね ん ど

～２０２０年度
ね ん ど

）の実績
じっせき

や令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２１年度
ね ん ど

～２０２３

年度
ね ん ど

）の利用者数
りようしゃすう

の見込
み こ

みを踏
ふ

まえ、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

（２０２１年度
ね ん ど

～２０

２３年度
ね ん ど

）の整備
せ い び

目標
もくひょう

を設定
せってい

します。 

 なお、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）及
およ

び短期
た ん き

入所
にゅうしょ

については、特
とく

に整備
せ い び

する

必要
ひつよう

があるため、単独
たんどく

で目標値
もくひょう

を設定
せってい

し、通所
つうしょ

施設
し せ つ

については生活
せいかつ

介護
か い ご

・自立
じ り つ

訓練
くんれん

・

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

・就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ
えー

型
がた

・就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ
びー

型
がた

の各施設
かくしせつ

を統合
とうごう

する 形
かたち

で

目標
もくひょう

を設定
せってい

します。 

【施設
し せ つ

の整備
せ い び

実績
じっせき

と目標
もくひょう

】 

施設
しせつ

種 別
しゅべつ

 

平 成
へいせい

30年度
ねんど

 

（2018年度
ねんど

） 

（実 績
じっせき

） 

平 成
へいせい

31年度
ねんど

 

（2019年度
ねんど

） 

（実 績
じっせき

） 

令和
れいわ

２年度
ねんど

 

（2020年度
ねんど

） 

（見込
みこみ

） 

令和
れいわ

３年度
ねんど

 

（2021年度
ねんど

） 

（ 目 標
もくひょう

） 

令和
れいわ

４年度
ねんど

 

（2022年度
ねんど

） 

（ 目 標
もくひょう

） 

令和
れいわ

５年度
ねんど

 

（2023年度
ねんど

） 

（ 目 標
もくひょう

） 

共 同
きょうどう

生 活
せいかつ

援 助
えんじょ

 

（定 員 数
ていいんすう

・人
にん

） 

973 1,065 1,102 1,157 1,212 1,267 

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

 

（定 員 数
ていいんすう

・人
にん

） 

78 80 86 90 94 98 

通 所
つうしょ

施設
しせつ

 

（定 員 数
ていいんすう

・人
にん

） 

3,425 3,601 3,844 3,899 3,954 4,009 

 

５ 
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    計画
けいかく

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

の点検
てんけん

及
およ

び評価
ひょうか

 

  

（１）点検
てんけん

及
およ

び評価
ひょうか

の体制
たいせい

 

 計画
けいかく

の内容
ないよう

を具現化
ぐ げ ん か

するためには、その達成度
たっせいど

を評価
ひょうか

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて見直
み な お

すこと

が求
もと

められており、そのための進行
しんこう

管理
か ん り

などを含
ふく

む評価
ひょうか

体制
たいせい

として、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の代表
だいひょう

、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

、市民
し み ん

、関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の職員
しょくいん

等
とう

で構成
こうせい

する障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

と協議
きょうぎ

しながら、本計画
ほんけいかく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

等
とう

の点検
てんけん

や計画
けいかく

自体
じ た い

の

問題点
もんだいてん

の把握
は あ く

等
とう

を行
おこな

っていきます。 

 また、計画
けいかく

を推進
すいしん

していくために、関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

における推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

 

（２）点検
てんけん

及
およ

び評価
ひょうか

の方法
ほうほう

 

 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

においては、計画
けいかく

に定
さだ

める事項
じ こ う

について、定期的
ていきてき

に調査
ちょうさ

、分析
ぶんせき

及
およ

び評価
ひょうか

を 行
おこな

い、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、計画
けいかく

の変更
へんこう

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ず

ること（ＰＤＣＡサイクル）とされています。 

「ＰＤＣＡサイクル」とは、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

・領域
りょういき

における品質
ひんしつ

管理
か ん り

や業務
ぎょうむ

改善
かいぜん

などに

広
ひろ

く活用
かつよう

されているマネジメント手法
しゅほう

で、「計画
けいかく

（Plan
ぷ ら ん

）」、「実行
じっこう

（D o
どぅー

）」、「評価
ひょうか

（Check
ち ぇ っ く

）」、

「改善
かいぜん

（Act
あくと

）」のプロセスを 順
じゅん

に実施
じ っ し

していくものです。業務
ぎょうむ

を進
すす

めていくうえで、

計画
けいかく

を立
た

て、それを実行
じっこう

し、結果
け っ か

を評価
ひょうか

した後
あと

、改善
かいぜん

して次
つぎ

のステップへとつなげて

いく過程
か て い

は、業務
ぎょうむ

の質
しつ

を高
たか

めていくうえで重要
じゅうよう

となります。 

 国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

を踏
ふ

まえ、計画
けいかく

におけるＰＤＣＡサイクルのプロセスは、以下
い か

のとお

りとします。 

 

・成果
せ い か

目標
もくひょう

及
およ

び活動
かつどう

指標
しひょう

については、少
すく

なくとも１年
ねん

に１回
かい

その実績
じっせき

を把握
は あ く

し、

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

や関連
かんれん

施策
し さ く

の動向
どうこう

も踏
ふ

まえながら、計画
けいかく

の中間
ちゅうかん

評価
ひょうか

として、分析
ぶんせき

・評価
ひょうか

を 行
おこな

い、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときには、計画
けいかく

の変更
へんこう

や事業
じぎょう

の見直
み な お

し等
とう

の措置
そ ち

を講
こう

じます。 

 

４ 

５ 
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・各年度
かくねんど

における評価
ひょうか

の際
さい

には、障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
とう

の意見
い け ん

を聴
き

くととも

に、その結果
け っ か

を公表
こうひょう

します。 

 

≪障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

におけるＰＤＣＡサイクルのイメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

にあたっての基本的
きほんてき

考
かんが

え方
かた

及
およ

び達成
たっせい

すべき目標
もくひょう

、サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

に関
かん

する見込量
みこみりょう

の見込
み こ

み

方
かた

を提示
て い じ

する。 

国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

 

・計画
けいかく

の内容
ないよう

を踏
ふ

まえ、事
じ

業
ぎょう

を実施
じ っ し

する。 

実行
じっこう

（D o
どぅー

） 

・中間
ちゅうかん

評価
ひょうか

等
とう

の結果
け っ か

を踏
ふ

まえ、必要
ひつよう

があると認
みと

められるときは、計画
けいかく

の

見直
み な お

し等
とう

を実施
じ っ し

する。 

改善
かいぜん

（Act
あくと

） 

・成果
せ い か

目標
もくひょう

及
およ

び活動
かつどう

指標
しひょう

については、少
すく

なくとも１年
ねん

に

１回
かい

その実績
じっせき

を把握
は あ く

し、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

や関連
かんれん

施策
し さ く

の動向
どうこう

も踏
ふ

まえながら、計画
けいかく

の中間
ちゅうかん

評価
ひょうか

として分析
ぶんせき

・評価
ひょうか

を

行
おこな

う。 

・中間
ちゅうかん

評価
ひょうか

の際
さい

には、障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
とう

の

意見
い け ん

を聴
き

くとともに、その結果
け っ か

について公表
こうひょう

する。 

評価
ひょうか

（Check
ち ぇ っ く

） 

・国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

して成果
せ い か

目標
もくひょう

及
およ

び活動
かつどう

指標
しひょう

を設定
せってい

するとともに、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの見込量
みこみりょう

の設定
せってい

や

見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

等
とう

を定
さだ

める。 

計画
けいかく

（Plan
ぷ ら ん

） 

５ 
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用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

 あ 行
ぎょう

 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

 

人口
じんこう

呼吸器
こきゅうき

やたんの吸引
きゅういん

、胃
い

ろうによる栄養
えいよう

の注 入
ちゅうにゅう

などの生活
せいかつ

支援
し え ん

が日常的
にちじょうてき

に

必要
ひつよう

な子
こ

どものことです。 

 

インクルーシブ教育
きょういく

 

人間
にんげん

の多様性
たようせい

の尊重
そんちょう

等
とう

の強化
きょうか

、障害者
しょうがいしゃ

が精神的
せいしんてき

及
およ

び身体的
しんたいてき

な能力
のうりょく

等
とう

を可能
か の う

な

最大
さいだい

限度
げ ん ど

まで発達
はったつ

させ、自由
じ ゆ う

な社会
しゃかい

に効果的
こうかてき

に参加
さ ん か

することを可能
か の う

とする目的
もくてき

の下
もと

、

障害
しょうがい

のある者
もの

と障害
しょうがい

のない者
もの

が共
とも

に学
まな

ぶ教育
きょういく

のことです。 

 

思
おも

いやり駐車
ちゅうしゃ

スペース 

 障害者用
しょうがいしゃよう

駐車
ちゅうしゃ

スペースとは別
べつ

に設置
せ っ ち

した、利用者
りようしゃ

自身
じ し ん

の判断
はんだん

と一般
いっぱん

利用者
りようしゃ

の思
おも

い

やりにより成
な

り立
た

つ駐
ちゅう

車
しゃ

スペースです。 

障害者
しょうがいしゃ

の方
かた

、妊娠中
にんしんちゅう

の方
かた

、乳児
にゅうじ

を連
つ

れている方
かた

、ケガをされている方
かた

、高齢
こうれい

の方
かた

など、長
なが

い距離
き ょ り

を移動
い ど う

することが困難
こんなん

な方
かた

が優
ゆう

先的
せんてき

に利用
り よ う

できます。 

 

 か 行
ぎょう

 

ガイドヘルパー 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

が外出
がいしゅつ

するときに、つきそってサポートする資格
し か く

を持
も

った支援者
しえんしゃ

の

ことです。同行
どうこう

援護
え ん ご

（視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

対象
たいしょう

）、移動
い ど う

支援
し え ん

（知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

対象
たいしょう

）

などのサービスを提供
ていきょう

します。 

 

学校
がっこう

サポーター 

学級
がっきゅう

担任
たんにん

の指導
し ど う

を支
ささ

え、特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

・生徒
せ い と

やその学級
がっきゅう

の支援
し え ん

を

することを目的
もくてき

とした八王子市
は ち お う じ し

独自
ど く じ

の有償
ゆうしょう

ボランティアです。 

 

かてかて 

 市内
し な い

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

への共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

窓口
まどぐち

の名称
めいしょう

です。 
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官公需
かんこうじゅ

 

 国
くに

、都
と

、市町村
しちょうそん

などの公共
こうきょう

機関
き か ん

が物品
ぶっぴん

を購入
こうにゅう

したり、役務
え き む

の給付
きゅうふ

や工事
こ う じ

の発注
はっちゅう

な

どをしたりすることをいいます。 

本市
ほ ん し

では、「八王子市
は ち お う じ し

が行
おこな

う障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

」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

への物品
ぶっぴん

やサービスの優先的
ゆうせんてき

な発注
はっちゅう

を行
おこな

っています。 

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ） 

 ホームヘルパーが、障害者
しょうがいしゃ

の自宅
じ た く

などを訪問
ほうもん

して、入浴
にゅうよく

・排
はい

せつ・食事
しょくじ

などの身体
しんたい

介助
かいじょ

や、調理
ちょうり

・洗濯
せんたく

・掃除
そ う じ

などの家事
か じ

援助
えんじょ

、生活
せいかつ

などに関
かん

する相談
そうだん

・助言
じょげん

などの支援
し え ん

を行
おこな

うサービスです。 

 

緊急
きんきゅう

一時
い ち じ

保護
ほ ご

 

 介助
かいじょ

している人
ひと

が病気
びょうき

のときや用事
よ う じ

があるとき、または休養
きゅうよう

を必要
ひつよう

としていると

きに、障害
しょうがい

のある人
ひと

を指定
し て い

された家庭
か て い

で一時的
いちじてき

に保護
ほ ご

します。 

 

グループホーム 

 就労
しゅうろう

したり、通所
つうしょ

施設
し せ つ

などに通
かよ

っている障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

で自立
じ り つ

生活
せいかつ

を営
いとな

むための

援助
えんじょ

を行
おこな

う共同
きょうどう

生活
せいかつ

施設
し せ つ

です。 

 

ケアマネジメント 

 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

など、障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

とするさまざまなサービスを、その人
ひと

の状態
じょうたい

や希望
き ぼ う

に合
あ

わせて効率的
こうりつてき

に提供
ていきょう

できるように支援
し え ん

を行
おこな

うことです。 

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

 

 自分
じ ぶ ん

の意思
い し

を十分
じゅうぶん

伝
つた

えることが難
むずか

しい障害者
しょうがいしゃ

にかわって、援助者
えんじょしゃ

などが代理
だ い り

とな

って、その人
ひと

が権利
け ん り

を主張
しゅちょう

したり、必要
ひつよう

としていることを伝
つた

えるための支援
し え ん

を行
おこな

う

ことです。 
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固定
こ て い

学級
がっきゅう

（特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

〔知的
ち て き

障害
しょうがい

・固定制
こていせい

〕） 

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の固定
こ て い

学級
がっきゅう

は知的
ち て き

障害
しょうがい

学級
がっきゅう

です。知的
ち て き

な発達
はったつ

に遅
おく

れがあり、人
ひと

と

の意思
い し

疎通
そ つ う

に軽度
け い ど

の困難
こんなん

があって日常
にちじょう

生活
せいかつ

で一部
い ち ぶ

の援助
えんじょ

が必要
ひつよう

な程度
て い ど

で、食事
しょくじ

、衣服
い ふ く

の着脱
ちゃくだつ

、排泄
はいせつ

などに支障
ししょう

がない児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が対象
たいしょう

です。 

 

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ） 

地域
ち い き

において、福祉
ふ く し

などの支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に対
たい

して、地域
ち い き

とのつながりや本人
ほんにん

を取
と

り巻
ま

く人間
にんげん

関係
かんけい

などの環境
かんきょう

を重視
じゅうし

しながら、地域
ち い き

のさまざまな取組
とりくみ

やサービスを

調整
ちょうせい

して支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に結
むす

びつけるなどの援助
えんじょ

を行
おこな

う専門
せんもん

職員
しょくいん

のことです。 

 

 さ 行
ぎょう

 

社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

 

 症 状
しょうじょう

が安定
あんてい

し、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に復帰
ふ っ き

することができるのに、家族
か ぞ く

の事情
じじょう

や地域
ち い き

の受
う

け皿
ざら

がないなどの社会的
しゃかいてき

な理由
り ゆ う

のために、入院
にゅういん

し続
つづ

けなければならない状態
じょうたい

のことです。 

 

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

） 

重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

と重度
じゅうど

の知的
ち て き

障害
しょうがい

とが重複
ちょうふく

した状態
じょうたい

を 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

と 

いい、その状態
じょうたい

にある人
ひと

を重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）といいます。 

 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 一般
いっぱん

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

が、一定
いってい

の期間
き か ん

（原則
げんそく

として２年間
ねんかん

）、就労
しゅうろう

のための

知識
ち し き

や能力
のうりょく

を身
み

につけるための訓練
くんれん

をする事業
じぎょう

です。職場
しょくば

実習
じっしゅう

や職場
しょくば

探
さが

し、就職後
しゅうしょくご

のフォローアップなどの支援
し え ん

も行
おこな

います。 

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

（Ａ型
がた

・Ｂ型
がた

） 

 一般
いっぱん

企業
きぎょう

などで働
はたら

くことの難
むずか

しい障害者
しょうがいしゃ

が、働
はたら

きながら、知識
ち し き

や能力
のうりょく

を身
み

につ

けるための訓練
くんれん

をする事業
じぎょう

です。雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

んで 働
はたら

くＡ型
がた

と、雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

ばず

に働
はたら

くＢ型
がた

があります。 
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障害者
しょうがいしゃ

就
しゅう

労
ろう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター 

 障害者
しょうがいしゃ

の職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

における自立
じ り つ

を図
はか

るための 就
しゅう

労
ろう

支援
し え ん

や、就 業
しゅうぎょう

に伴
ともな

う日常
にちじょう

生活
せいかつ

、社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

を行
おこな

うための施設
し せ つ

です。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

に対
たい

して、

仕事
し ご と

を探
さが

すための相談
そうだん

から、就労後
しゅうろうご

のフォローアップまでさまざまな支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

障害者用
しょうがいしゃよう

住宅
じゅうたく

 

 障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らせるように、段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

などのバリアフリー設計
せっけい

や、安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

などの設備
せ つ び

を整
ととの

えた専用
せんよう

住宅
じゅうたく

のことです。 

 

情報
じょうほう

機器
き き

 

 障害者
しょうがいしゃ

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

を図
はか

るために必要
ひつよう

な機
き

器
き

類
るい

です。 

公共
こうきょう

の場
ば

へ設置
せ っ ち

することにより視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

や聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が活用
かつよう

できる音声
おんせい

案内
あんない

装置
そ う ち

や電光
でんこう

掲示板
けいじばん

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な機器
き き

として、光
ひかり

や音
おと

で知
し

らせる屋内
おくない

信号
しんごう

装置
そ う ち

、活字
か つ じ

文字
も じ

読
よ

み上
あ

げ装置
そ う ち

や文字
も じ

情報
じょうほう

受信
じゅしん

装置
そ う ち

のほか、ファクシミリ、パソコンに

よる情報
じょうほう

・通信
つうしん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

、会話
か い わ

補助
ほ じ ょ

装置
そ う ち

などがあります。 

 

ショートステイ（短期
た ん き

入所
にゅうしょ

） 

 ⇒ 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

をご覧
らん

ください。 

 

ジョブコーチ 

 障害者
しょうがいしゃ

が就労
しゅうろう

する際
さい

に、一緒
いっしょ

に職場
しょくば

に出向
で む

いてさまざまな支援
し え ん

をする援助者
えんじょしゃ

です。

障害者
しょうがいしゃ

の職場
しょくば

への適応
てきおう

を直接
ちょくせつ

支援
し え ん

するだけでなく、事業
じぎょう

主
ぬし

や同僚
どうりょう

に助言
じょげん

を 行
おこな

い、

障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じた職務
しょくむ

の調整
ちょうせい

や職場
しょくば

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

なども行
おこな

います。 

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 

 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

が日中
にっちゅう

通
かよ

って、介護
か い ご

や支援
し え ん

を受
う

けながら生産
せいさん

活動
かつどう

や

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

を行
おこな

う事業
じぎょう

です。 
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成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

 障害
しょうがい

などの理由
り ゆ う

で判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない人
ひと

を、不利益
ふ り え き

から守
まも

るための制度
せ い ど

です。

家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

によって選
えら

ばれた成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等
とう

が、契約
けいやく

を結
むす

ぶ手続
て つ づ

きなどを代
か

わりに 行
おこな

ったり、本人
ほんにん

が誤
あやま

って結
むす

んでしまった契約
けいやく

などを取
と

り消
け

したりします。 

 

 た 行
ぎょう

 

大学
だいがく

コンソーシアム八王子
はちおうじ

 

個別
こ べ つ

に取
と

り組
く

むと手間
て ま

や費用
ひ よ う

がかかる事業
じぎょう

を共同
きょうどう

で 行
おこな

うため地域
ち い き

特性
とくせい

を活
い

かし、

大学
だいがく

・市民
し み ん

・経済
けいざい

団体
だんたい

・企業
きぎょう

・行政
ぎょうせい

などが連携
れんけい

・協働
きょうどう

し、近隣
きんりん

の大学
だいがく

などが集
あつ

まっ

た組織
そ し き

で、加盟
か め い

する学校間
がっこうかん

での単位
た ん い

互換
ご か ん

や、学生
がくせい

と市民
し み ん

との交流
こうりゅう

などの事業
じぎょう

を行
おこな

っ

ています。 

 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ） 

居宅
きょたく

において介護
か い ご

を 行
おこな

う人
ひと

が、病気
びょうき

や用事
よ う じ

などの理由
り ゆ う

により介
かい

護
ご

できないときに、

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

、排泄
はいせつ

、食事
しょくじ

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

うサービスです。 

 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

 

 分野
ぶ ん や

ごとの『縦割
た て わ

り』や「支
ささ

え手
て

」「受
う

け手
て

」という関係
かんけい

を超
こ

えて、地域
ち い き

住民
じゅうみん

や地域
ち い き

の多様
た よ う

な主体
しゅたい

が『我
わ

が事
こと

』として参画
さんかく

し、人
ひと

と人
ひと

、人
ひと

と資源
し げ ん

が世代
せ だ い

や分野
ぶ ん や

を超
こ

えて『丸
まる

ごと』つながることで、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの暮
く

らしと生
い

きがい、地域
ち い き

をともに創
つく

ってい

く社会
しゃかい

のことです。 

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

 

認知症
にんちしょう

の症 状
しょうじょう

や物忘
ものわす

れ、知的
ち て き

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

などにより判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

では

ない方
かた

が、地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう支援
し え ん

する制度
せ い ど

（社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法
ほう

）

です。 
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中核
ちゅうかく

市
し

 

 地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

に定
さだ

められた、政令
せいれい

で指定
し て い

する人口
じんこう

３０万人
まんにん

以上
いじょう

の都市
と し

のことで、福祉
ふ く し

、

環境
かんきょう

、まちづくり、教育
きょういく

などさまざまな分野
ぶ ん や

で一般
いっぱん

の市町村
しちょうそん

よりも幅広
はばひろ

い事務
じ む

を行
おこな

います。独自
ど く じ

の基準
きじゅん

を定
さだ

めることで、より一層
いっそう

市政
し せ い

に地域
ち い き

の特性
とくせい

を活
い

かすことができ

ます。八王子市
は ち お う じ し

は、平成
へいせい

２７年
ねん

４月
がつ

に都内
と な い

では初
はつ

の中核
ちゅうかく

市
し

に移行
い こ う

しました。 

 

重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

 

 複数
ふくすう

の障害
しょうがい

を併
あわ

せ有
ゆう

している人
ひと

のことです。例
たと

えば、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

と知的
ち て き

障害
しょうがい

を併
あわ

せ有
ゆう

する人
ひと

のことです。 

 

通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

（特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

〔きこえとことばの教室
きょうしつ

・通信制
つうしんせい

〕） 

 本市
ほ ん し

の難聴
なんちょう

及
およ

び言語
げ ん ご

障害
しょうがい

学級
がっきゅう

は、「きこえの教室
きょうしつ

」「ことばの教室
きょうしつ

」という名称
めいしょう

です。例
たと

えば、補聴器
ほちょうき

の使用
し よ う

によっても話
はな

し声
こえ

を理解
り か い

することが困難
こんなん

で、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

での学習
がくしゅう

に概
おおむ

ね参加
さ ん か

でき、一部
い ち ぶ

特別
とくべつ

な指導
し ど う

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

・生徒
せ い と

や、吃音
きつおん

（つっ

かえる話
はな

し方
かた

）や発音
はつおん

の誤
あやま

りなどがある児童
じ ど う

を対象
たいしょう

としています。 

 

通所
つうしょ

施設
し せ つ

 

 障害者
しょうがいしゃ

が日中
にっちゅう

通
かよ

って、自立
じ り つ

生活
せいかつ

や就労
しゅうろう

のための訓練
くんれん

をしたり、生産
せいさん

活動
かつどう

、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

などを行
おこな

う施設
し せ つ

です。 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

 

小中学校
しょうちゅうがっこう

等
とう

に設置
せ っ ち

される学級
がっきゅう

で、知的
ち て き

障害
しょうがい

、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

、弱視
じゃくし

、難聴
なんちょう

、言語
げ ん ご

障害
しょうがい

、

情緒
じょうちょ

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

、または病弱児
びょうじゃくじ

（身体
しんたい

虚弱児
きょじゃくじ

を含
ふく

む）に対
たい

して、障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

ごとの少人数
しょうにんずう

教育
きょういく

で、一人
ひ と り

ひとりの学 習 上
がくしゅうじょう

・生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

に応
おう

じた教育
きょういく

を行
おこな

います。固定
こ て い

学級
がっきゅう

と通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

があります。 
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特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

（知的
ち て き

障害
しょうがい

・肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

・視覚
し か く

障害
しょうがい

・聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

・病 弱
びょうじゃく

） 

視覚
し か く

障害
しょうがい

者
しゃ

、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

者
しゃ

、知的
ち て き

障害
しょうがい

者
しゃ

、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

者
しゃ

、又
また

は病
びょう

弱
じゃく

者
しゃ

（身体
しんたい

虚
きょ

弱
じゃく

者
しゃ

を含
ふく

む）に対
たい

して、幼稚園
ようちえん

、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

または高等
こうとう

学校
がっこう

に 準
じゅん

ずる教育
きょういく

を

施
ほどこ

すとともに、障害
しょうがい

による学 習 上
がくしゅうじょう

又
また

は生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

を克服
こくふく

し、自立
じ り つ

を図
はか

るために

必要
ひつよう

な知識
ち し き

技能
ぎ の う

を授
さず

けることを目的
もくてき

とした学校
がっこう

のことです。 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

 

 平成
へいせい

１９年
ねん

４月
がつ

に、従来
じゅうらい

の特殊
とくしゅ

教育
きょういく

から転換
てんかん

された新
あたら

しい教育
きょういく

制度
せ い ど

です。障害
しょうがい

のある幼児
よ う じ

・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

けた取組
とりくみ

を支援
し え ん

するという視点
し て ん

に立
た

ち、

幼児
よ う じ

・児童
じ ど う

・生徒
せ い と

一人
ひ と り

ひとりの教育的
きょういくてき

ニーズを把握
は あ く

し、その持
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
こく

服
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

うものです。 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

 

通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

している特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

のうち、発達
はったつ

障害
しょうがい

（自閉症
じへいしょう

スペクトラム 症
しょう

、注意欠如多動症
ちゅういけっかんたどうしょう

、学習
がくしゅう

障害
しょうがい

等
とう

）の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が在籍
ざいせき

学級
がっきゅう

における授業
じゅぎょう

の一部
い ち ぶ

を抜
ぬ

けて、校内
こうない

に設置
せ っ ち

された専用
せんよう

の教室
きょうしつ

で指導
し ど う

を受
う

けることが

できるものです。 

 

特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

 

事業
じぎょう

主
ぬし

が障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

に配慮
はいりょ

した子会社
こがいしゃ

（特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

）を設立
せつりつ

して、多数
た す う

の障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

した場合
ば あ い

、その子会社
こがいしゃ

を親会社
おやがいしゃ

の一
いち

事業所
じぎょうしょ

とみなして、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

を算出
さんしゅつ

でき

る制度
せ い ど

です。 

 

 な 行
ぎょう

 

難病
なんびょう

 

原因
げんいん

不明
ふ め い

で治療
ちりょう

方法
ほうほう

が確立
かくりつ

されておらず、慢性化
まんせいか

して後遺症
こういしょう

が残
のこ

ることも多
おお

い病気
びょうき

の総称
そうしょう

です。介助
かいじょ

のための家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

や、精神的
せいしんてき

・経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

が大
おお

きく、生活
せいかつ

に大
おお

きな支障
ししょう

をもたらします。平成
へいせい

２５年
ねん

４月
がつ

に施行
し こ う

された障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

では、

難病
なんびょう

等
とう

が新
あら

たに「障害者
しょうがいしゃ

」の範囲
は ん い

に加
くわ

えられました。 
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日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

 

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

るときに、障害
しょうがい

による負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するために使
つか

う

用具
よ う ぐ

です。 

 

脳性
のうせい

麻痺
ま ひ

 

胎生期
たいせいき

から新生児期
し ん せ い じ き

にかけて、脳
のう

が外傷
がいしょう

・酸素
さ ん そ

欠乏
けつぼう

などにより損傷
そんしょう

されたことが

原因
げんいん

で、四肢
し し

が麻痺
ま ひ

し、運動
うんどう

障害
しょうがい

が起
お

こる疾病
しっぺい

です。 

 

農
のう

福
ふく

連携
れんけい

 

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が農業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

で活躍
かつやく

することを通
つう

じ、自信
じ し ん

や生
い

きがいを持
も

って社会
しゃかい

参画
さんかく

を

実現
じつげん

していく取組
とりくみ

です。 農
のう

福
ふく

連携
れんけい

に取
と

り組
く

むことで、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の就労
しゅうろう

や生
い

きがい

づくりの場
ば

を生
う

み出
だ

すだけでなく、担
にな

い手不足
て ぶ そ く

や高齢化
こうれいか

が進
すす

む農業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

において、

新
あら

たな働
はたら

き手
て

の確保
か く ほ

につながる可能性
かのうせい

もあります。 

 

 は 行
ぎょう

 

はちおうじっ子
こ

マイファイル 

お子
こ

さんの成長
せいちょう

を感
かん

じたり、関
かか

わり方
かた

を考
かんが

えたりする資料
しりょう

として、保護者
ほ ご し ゃ

やお子
こ

さん本人
ほんにん

が成長
せいちょう

の記録
き ろ く

を保存
ほ ぞ ん

し、関係
かんけい

機関
き か ん

が情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し、成長
せいちょう

を切
き

れ目
め

なくサ

ポートしていくためのファイルです。 

 

発達
はったつ

障害
しょうがい

 

 自閉症
じへいしょう

、アスペルガー症候群
しょうこうぐん

その他
た

の広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障害
しょうがい

など、比較的
ひかくてき

低年齢
ていねんれい

で発症
はっしょう

する脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

です。言語
げ ん ご

発達
はったつ

の遅
おく

れやコミュニケーション障害
しょうがい

などを 伴
ともな

うこと

がありますが、特
とく

定
てい

の能力
のうりょく

の習得
しゅうとく

・使用
し よ う

だけに困難
こんなん

のある学習
がくしゅう

障害
しょうがい

（ＬＤ）や、

注
ちゅう

意力
いりょく

欠如
けつじょ

・衝動性
しょうどうせい

・多動
た ど う

性
せい

に特徴
とくちょう

のある注意
ちゅうい

欠陥
けっかん

・多動
た ど う

性
せい

障害
しょうがい

（ＡＤＨＤ）な

ど、障害
しょうがい

のある特性
とくせい

やその程度
て い ど

は非常
ひじょう

にさまざまです。 
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バリアフリー 

障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を困難
こんなん

にしている全
すべ

ての障壁
しょうへき

（バリア）を取
と

り除
のぞ

く

ことです。道路
ど う ろ

・施設
し せ つ

・交通
こうつう

機関
き か ん

などの障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

く「物理的
ぶつりてき

バリアフリー」、資格
し か く

取得
しゅとく

などの社会的
しゃかいてき

制限
せいげん

を取
と

り除
のぞ

く「社会的
しゃかいてき

バリアフリー」、 心
こころ

の障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

く

「心理的
しんりてき

バリアフリー」、情報面
じょうほうめん

での障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

く「情報
じょうほう

バリアフリー」などが

あります。平成
へいせい

１８年
ねん

（２００６年
ねん

）１２月
がつ

にバリアフリー新法
しんぽう

（高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

）が施行
し こ う

され、交通
こうつう

バリアフリーと建築物
けんちくぶつ

など

のバリアフリーを一体的
いったいてき

に進
すす

めることが定
さだ

められました。 

 

副籍
ふくせき

制度
せ い ど

 

「都立
と り つ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の小
しょう

・中学部
ちゅうがくぶ

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が、居住
きょじゅう

する地域
ち い き

の区
く

市町
しちょう

村立
そんりつ

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

（地域
ち い き

指定校
していこう

）に副次的
ふくじてき

な籍
せき

（副籍
ふくせき

）をもち、直接的
ちょくせつてき

な交流
こうりゅう

や間接的
かんせつてき

な交流
こうりゅう

を通
つう

じて、居住
きょじゅう

する地域
ち い き

とのつながりの維持
い じ

・継続
けいぞく

を図
はか

る制度
せ い ど

」のことです。 

 

ピアカウンセリング 

 障害者
しょうがいしゃ

が自
みずか

らの体験
たいけん

に基
もと

づいて、他
ほか

の障害者
しょうがいしゃ

の相談
そうだん

に応
おう

じ、相談者
そうだんしゃ

と同
おな

じ立場
た ち ば

か

ら問題
もんだい

解決
かいけつ

のための支援
し え ん

を行
おこな

うことです。 

 

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

 

国
くに

や地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

、民間
みんかん

企業
きぎょう

等
とう

は、「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」に基
もと

づき、

一定
いってい

以上
いじょう

の割合
わりあい

（法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

）にあたる障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

しなければならないとされてい

ます。平成
へいせい

３０年
ねん

（２０１８年
ねん

）４月
がつ

からは同法
どうほう

の改正
かいせい

により法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の算定
さんてい

基礎
き そ

の対象
たいしょう

に精神
せいしん

障害
しょうがい

が追加
つ い か

されました。重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

は１
ひと

人
り

を２
ふた

人
り

として、短時間
たんじかん

労働者
ろうどうしゃ

（ 週
しゅう

所定
しょてい

労働
ろうどう

時間
じ か ん

２０時間
じ か ん

以上
いじょう

３０時間
じ か ん

未満
み ま ん

）の重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

は１
ひと

人
り

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

は１
ひと

人
り

を０.５人
にん

としてカウントします。 

また、令和
れ い わ

３年
ねん

（２０２１年
ねん

）３月
がつ

から障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

納付
の う ふ

金
きん

制度
せ い ど

の適用
てきよう

対象
たいしょう

が常用
じょうよう

雇用
こ よ う

労働者
ろうどうしゃ

４３.５人
にん

以上
いじょう

の事業
じぎょう

主
ぬし

まで拡大
かくだい

されます。 
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◆ 法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

 

国
くに

・地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

 民間
みんかん

企業
きぎょう

等
とう

 

国
くに

・地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

 
都道府県
と ど う ふ け ん

等
とう

の 

教育
きょういく

委員会
いいんかい

 
一般
いっぱん

の民間
みんかん

企業
きぎょう

 特殊
とくしゅ

法人
ほうじん

等
とう

 

2.6％ 2.5％ 2.3％ 2.6％ 

 

補
ほ

装具
そ う ぐ

 

 身体
しんたい

障害
しょうがい

のために 失
うしな

われた身体
しんたい

機能
き の う

を 補
おぎな

うための用具
よ う ぐ

です。 車
くるま

いすや、義手
ぎ し ゅ

、

義足
ぎ そ く

、杖
つえ

、補聴器
ほちょうき

などがあります。 

 

ボランティア・コーディネーター 

 ボランティアをしたい人
ひと

とボランティアを受
う

けたい人
ひと

をつないだり、ボランティア

活動
かつどう

の現場
げ ん ば

でさまざまな支援
し え ん

を行
おこな

う人
ひと

のことです。 

 

 ま 行
ぎょう

 

盲
もう

ろう者
しゃ

 

視覚
しかく

と聴覚
ちょうかく

の障害
しょうがい

を併
あわ

せ持
も

つ人
ひと

のことであり、 情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

・コミュニケーション・移動
いどう

など、さまざまな面
めん

で困難
こんなん

を抱
かか

えています。盲
もう

ろうになるまでの経緯
けいい

や障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

・程度
ていど

によって、指
ゆび

点字
てんじ

や触手話
しょくしゅわ

などさまざまなコミュニケーション手段
しゅだん

が必要
ひつよう

になります。 

 

 や 行
ぎょう

 

要約
ようやく

筆記
ひ っ き

 

 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーションを支援
し え ん

するために、その場
ば

で 話
はなし

の内容
ないよう

を要約
ようやく

し、文字
も じ

で伝
つた

える筆記
ひ っ き

通訳
つうやく

です。ノートやホワイトボード、ＯＨＰやＯＨＣを使
つか

い手書
て が

きまたはパソコンを使用
し よ う

するなどでスクリーンに映
うつ

し、大勢
おおぜい

で情報
じょうほう

を得
え

る方法
ほうほう

（全体
ぜんたい

投影
とうえい

）と１～２人
にん

の隣
とな

りで手書
て が

きまたはパソコンで通訳
つうやく

する方法
ほうほう

（ノートテイク）が

あります。ノートテイクは病院
びょういん

や面接
めんせつ

、学校
がっこう

などで有効
ゆうこう

な方法
ほうほう

です。 
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 ら 行
ぎょう

 

ライフステージ 

 人
ひと

の一生
いっしょう

を年代
ねんだい

によって分
わ

けたそれぞれの段階
だんかい

のことです。幼年期
ようねんき

・児童期
じ ど う き

・青
せい

年期
ね ん き

・壮年期
そうねんき

・老年期
ろうねんき

などに区分
く ぶ ん

され、誕生
たんじょう

・入学
にゅうがく

・卒業
そつぎょう

・就 職
しゅうしょく

・結婚
けっこん

など、そ

れぞれの年代
ねんだい

に応
おう

じた節目
ふ し め

となる出来事
で き ご と

を体験
たいけん

します。 

 

機能
き の う

回復
かいふく

訓練
くんれん

（リハビリテーション） 

 障害
しょうがい

や、事故
じ こ

・病気
びょうき

などの後遺症
こういしょう

のある人
ひと

が、身体的
しんたいてき

・心理的
しんりてき

・職 業 的
しょくぎょうてき

・社会的
しゃかいてき

能力
のうりょく

を回復
かいふく

・向上
こうじょう

させることで、自立
じ り つ

した社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるようにする

ための訓練
くんれん

・療法
りょうほう

や支援
し え ん

のことです。 

 

リフトバス 

 身体
しんたい

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、 車
くるま

いすのままでも乗降
じょうこう

できるように昇降機
しょうこうき

を備
そな

えたバス

です。 
 

療育
りょういく

 

 障害児
しょうがいじ

が医療的
いりょうてき

な配慮
はいりょ

のもとで育成
いくせい

されることです。 

 

レスパイト（一時的
いちじてき

休息
きゅうそく

） 

 家族
か ぞ く

など、長時間
ちょうじかん

介助
かいじょ

に携
たずさ

わっている介助者
かいじょしゃ

を一時的
いちじてき

に介助
かいじょ

から解放
かいほう

し、休養
きゅうよう

な

どの時間
じ か ん

を確保
か く ほ

することです。介助者
かいじょしゃ

自身
じ し ん

の健康
けんこう

を保
たも

つために必要
ひつよう

な休養
きゅうよう

や息
いき

抜
ぬ

き

の時間
じ か ん

を確保
か く ほ

するだけでなく、介助者
かいじょしゃ

が地域
ち い き

での交流
こうりゅう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の時間
じ か ん

を持
も

てるよ

うにすることも目的
もくてき

としています。  
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◆ 障害
しょうがい

者
しゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

のポイント 

平成
へいせい

２８年
ねん

４月
がつ

１日
にち

、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

等
とう

の権利
け ん り

侵害
しんがい

行為
こ う い

（差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い）

を禁止
き ん し

するとともに、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を怠
おこた

ることによる権利
け ん り

侵害
しんがい

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

不提供
ふていきょう

）も差別
さ べ つ

と位置
い ち

づけ、これを防止
ぼ う し

することを定
さだ

めた「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

（正式
せいしき

名称
めいしょう

：障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

）」が施行
し こ う

されました。 

 

（１）目的
もくてき

（第一条
だいいちじょう

） 

 この法律
ほうりつ

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の基本的
きほんてき

な理念
り ね ん

にのっとり、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の

解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

することを目的
もくてき

として

います。 

（２）国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

（第三条
だいさんじょう

） 

 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、この法律
ほうりつ

の趣旨
し ゅ し

にのっとり、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の

解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

して必要
ひつよう

な施策
し さ く

を策定
さくてい

し、これを実施
じ っ し

しなければならないこととさ

れています。 

（３）不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の義務
ぎ む

（第七条
だいななじょう

、第八条
だいはちじょう

） 

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その事務
じ む

または事業
じぎょう

を行
おこな

うにあたり、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として

不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いをしてはならないこととされています。また、障害者
しょうがいしゃ

から

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

、その実施
じ っ し

に 伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないときは、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じて、

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をしなければならないこと

とされています（事
じ

業者
ぎょうしゃ

は努力
どりょく

義務
ぎ む

）。 
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◆ 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らせる八王子
はちおうじ

づくり条例
じょうれい

 

平成
へいせい

２３年
ねん

１２月
がつ

１５日
にち

 

条例
じょうれい

第
だい

２４号
ごう

 

私
わたし

たちのまち八王子
はちおうじ

は、全
すべ

ての人
ひと

が基本的人権
きほんてきじんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が

重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

するという認識
にんしき

に立
た

ち、

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もが地域社会
ちいきしゃかい

で共
とも

に支
ささ

え合
あ

い、安心
あんしん

して暮
く

らせるまち

を目指
め ざ

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

のため、様々
さまざま

な施策
し さ く

を推進
すいしん

してきた。 

しかしながら、依然
い ぜ ん

として障害
しょうがい

のある人は、障害
しょうがい

に対
たい

する誤解
ご か い

や偏見
へんけん

により

不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いを受
う

け、配慮不足
はいりょぶそく

により日常生活
にちじょうせいかつ

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

で不自由
ふ じ ゆ う

を感
かん

じてい

る状 況
じょうきょう

にある。 

このような中
なか

、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

い、安心
あんしん

して暮
く

らせるまちの

実現
じつげん

のため、市
し

、市民
し み ん

、事業者
じぎょうしゃ

など全
すべ

ての者
もの

が連携
れんけい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

を困難
こんなん

に

してきた心
こころ

の壁
かべ

、社会参加
しゃかいさんか

を困難
こんなん

にする物理的環境
ぶつりてきかんきょう

、社会的制度
しゃかいてきせいど

、情報
じょうほう

の不足
ふ そ く

など、

社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

を取
と

り除
のぞ

き、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

するいかなる差別
さ べ つ

もなくす取組
とりくみ

が 私
わたし

た

ちに求
もと

められている。 

このため、私
わたし

たちは、障害
しょうがい

のある人
ひと

が、障害
しょうがい

のない人
ひと

と等
ひと

しく、基本的人権
きほんてきじんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共
とも

に

安心
あんしん

して暮
く

らせるまちの実現
じつげん

を目指
め ざ

し、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

（目的
もくてき

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この条例
じょうれい

は、障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する市民
し み ん

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

の理解
り か い

を深
ふか

め、障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

について、基本理念
き ほ ん り ね ん

を定
さだ

め、市
し

、市
し

民
みん

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

の責務
せ き む

を明
あき

らかにするとともに、当該取組
とうがいとりくみ

に係
かか

る施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

し、もって市民
し み ん

が

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らすことができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

とする。 

 

（定義
て い ぎ

） 

第
だい

２条
じょう

 この条例
じょうれい

において、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は、それぞれ当該各号
とうがいかくごう

に

定
さだ

めるところによる。 
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（１）障害
しょうがい

者
しゃ

 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。）難病
なんびょう

その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障害
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

び社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常生活又
にちじょうせいかつまた

は社会生活
しゃかいせいかつ

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。 

（２）社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

 障害
しょうがい

がある者
もの

にとって日常生活又
にちじょうせいかつまた

は社会生活
しゃかいせいかつ

を営
いとな

む上
うえ

で障壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た

一切
いっさい

のものをいう。 

（３）差別
さ べ つ

 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、差別
さ べ つ

することその他
た

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

する行為
こ う い

を

いう。 

 

（基本理念
き ほ ん り ね ん

） 

第
だい

３条
じょう

 障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

は、全
すべ

ての障害
しょうがい

者
しゃ

が、障害
しょうがい

者
しゃ

で

ない者
もの

と等
ひと

しく、基本的人権
きほんてきじんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その

尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

することを前提
ぜんてい

として 行
おこな

わなければ

ならない。 

２ 障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

は、差別
さ べ つ

の多
おお

くが障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する誤解
ご か い

、

偏見
へんけん

その他
た

の理解
り か い

の不足
ふ そ く

から生
しょう

じていることを踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する

理解
り か い

を広
ひろ

げる取組
とりくみ

と一体
いったい

のものとして行
おこな

わなければならない。 

３ 障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

は、様々
さまざま

な立場
た ち ば

の市民
し み ん

がそれぞれの

立場
た ち ば

を理解
り か い

し、相互
そ う ご

に協 力
きょうりょく

して行
おこな

わなければならない。 

 

（市
し

の責務
せ き む

） 

第
だい

４条
じょう

 市
し

は、前
ぜん

条
じょう

に規定
き て い

する基本理念
き ほ ん り ね ん

（以下
い か

「基本理念
き ほ ん り ね ん

」という。）にのっとり、

障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を広
ひろ

げ、差別
さ べ つ

をなくすための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ

計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

する責務
せ き む

を有
ゆう

する。 

２ 市
し

は、前項
ぜんこう

の差別
さ べ つ

をなくすための施策
し さ く

を実施
じ っ し

するときは、障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に十分
じゅうぶん

配慮
はいりょ

するものとする。 

 

（市
し

民等
みんとう

の責務
せ き む

） 

第
だい

５条
じょう

 市
し

民
みん

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

は、基本理念
き ほ ん り ね ん

にのっとり、障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を

深
ふか

め、市
し

が実施
じ っ し

する障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための施策
し さ く

に 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めなければならない。 
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（差別
さ べ つ

の禁止等
きんしとう

） 

第
だい

６条
じょう

 何人
なんびと

も、障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

し、差別
さ べ つ

をしてはならない。 

２ 社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

の除去
じょきょ

は、それを必要
ひつよう

としている障害
しょうがい

者
しゃ

が現
げん

に存
そん

し、かつ、その実施
じっし

に

伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないときは、それを怠
おこた

ることによって障害
しょうがい

者
しゃ

の権利利益
けんりりえき

を侵害
しんがい

する

こととならないよう、その実施
じっし

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

がされなければならない。 

 

（合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

） 

第
だい

７ 条
じょう

 市
し

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、次
つぎ

に掲
かか

げる場合
ば あ い

に

は、前
ぜん

条
じょう

第
だい

２項
こう

の規定
き て い

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に

応
おう

じて、社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をしなければな

らない。 

（１）不特定多数
ふ と くて いた す う

の者
もの

が利用
り よ う

する施設
し せ つ

（公共交通機関
こうきょうこうつうきかん

を含
ふく

む。）を提供
ていきょう

するとき。 

（２）意思疎通
い し そ つ う

を図
はか

るとき及
およ

び不特定多数
ふ と くて いた す う

の者
もの

に情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するとき。 

（３）商品
しょうひん

を販売
はんばい

し、又
また

はサービスを提供
ていきょう

するとき。 

（４）不動産
ふどうさん

の取引
とりひき

を 行
おこな

うとき。 

（５）労働
ろうどう

者
しゃ

の募集
ぼしゅう

、採用
さいよう

及
およ

び労働
ろうどう

条
じょう

件
けん

を決定
けってい

するとき。 

（６）医療又
いりょうまた

はリハビリテーションを提供
ていきょう

するとき。 

（７）教育
きょういく

を行
おこな

うとき。 

（８）保育
ほ い く

を行
おこな

うとき。 

（９）療育
りょういく

を行
おこな

うとき。 

（１０）その他
た

社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

となって、障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

し日常生活又
にちじょうせいかつまた

は社会生活
しゃかいせいかつ

に相当
そうとう

な

制限
せいげん

を与
あた

えているとき。 

２ 市民
し み ん

は、前項
ぜんこう

各号
かくごう

に掲
かか

げる場合
ば あ い

には、前条
ぜんじょう

第
だい

２項
こう

の規定
き て い

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、

障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じて、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

につ

いて必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をするよう努
つと

めるものとする。 

 

（市
し

民等
みんとう

の理解
り か い

の促進
そくしん

） 

第
だい

８条
じょう

 市
し

は、市
し

民
みん

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

が障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるよう、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

その他
た

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

２ 市長
しちょう

及
およ

び教育
きょういく

委員会
いいんかい

は、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

が障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める

ための教育
きょういく

の重要性
じゅうようせい

を認識
にんしき

し、その実施
じ っ し

について相互
そ う ご

に連携
れんけい

を図
はか

るものとする。 
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３ 市
し

は、障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する支援
し え ん

を適切
てきせつ

に行
おこな

うため、全
すべ

ての職員
しょくいん

並
なら

びに指定
し て い

管理者
かんりしゃ

 

（地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

（昭和
しょうわ

２２年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６７号
ごう

）第
だい

２４４ 条
じょう

の２第
だい

３項
こう

の規定
き て い

により、公
おおやけ

の施設
し せ つ

の管理
か ん り

を 行
おこな

わせることができるものとして市長
しちょう

が指定
し て い

する法人
ほうじん

その他
た

の

団体
だんたい

をいう。）及
およ

び市外
し が い

郭
かく

団体
だんたい

（市
し

が出資
しゅっし

又
また

は出
しゅつ

えんする団体
だんたい

で、市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

め

るものをいう。）が障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

者
しゃ

についての知識
ちしき

を習得
しゅうとく

し、及
およ

び理解
りかい

を深
ふか

めるた

めに必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

４ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、前条
ぜんじょう

第
だい

１項
こう

の必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を行
おこな

うため、従 業 員
じゅうぎょういん

が障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

についての理解
りかい

を深
ふか

めるための研修
けんしゅう

を行
おこな

うよう努
つと

めるものとする。 

 

（移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

） 

第
だい

９条
じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

するため、障害
しょうがい

者
しゃ

が必要
ひつよう

とする移動
い ど う

の手段
しゅだん

が確保
か く ほ

できるよう、公共
こうきょう

交通
こうつう

事業者
じぎょうしゃ

その他
た

の関係
かんけい

者
しゃ

の理解
り か い

及
およ

び 協 力
きょうりょく

を得
え

るよう

努
つと

めるものとする。 

 

（情報
じょうほう

伝達
でんたつ

） 

第
だい

１０条
じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

者
しゃ

が自
みずか

ら選択
せんたく

するコミュニケーション手段
しゅだん

（字幕
じ ま く

、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、

要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、音声
おんせい

解説
かいせつ

等
とう

）を利用
り よ う

できるよう、コミュニケーション手段
しゅだん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

及
およ

び利用
り よ う

拡大
かくだい

の支援
し え ん

に努
つと

めるものとする。 

 

（医療
いりょう

及
およ

びリハビリテーション） 

第
だい

１１条
じょう

 市
し

は、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障害
しょうがい

者
しゃ

に必要
ひつよう

な医療
いりょう

及
およ

びリハビリテーションが受
う

けられるよう医療
いりょう

関係
かんけい

団体
だんたい

との調整
ちょうせい

に努
つと

めるものとする。 

 

（教育
きょういく

） 

第
だい

１２条
じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

者
しゃ

である児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

がその年齢
ねんれい

及
およ

び能力
のうりょく

に応
おう

じ、その特性
とくせい

を踏
ふ

まえた教育
きょういく

を受
う

けることができるよう必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものと

する。 

 

（保育
ほ い く

） 

第
だい

１３条
じょう

 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

である乳幼児
にゅうようじ

及
およ

び児童
じ ど う

が、その特性
とくせい

を踏
ふ

まえた保育
ほ い く

を受
う

け

ることができるよう必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものとする。 
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（療育
りょういく

） 

第
だい

１４条
じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

者
しゃ

である子
こ

どもが、可能
か の う

な限
かぎ

りその身近
み じ か

な場所
ば し ょ

において療育
りょういく

その他
た

これに関連
かんれん

する支援
し え ん

を受
う

けられるよう適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるもの

とする。 

 

（関係
かんけい

法令
ほうれい

等
とう

との調和
ちょうわ

） 

第
だい

１５条
じょう

 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を広
ひろ

げ、差別
さ べ つ

をなくすための施策
し さ く

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

４５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

８４号
ごう

）、障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（平成
へいせい

１７年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１２３号
ごう

）、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

と

する差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

２５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６５号
ごう

。以下
い か

「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

」という。）その他
た

の関係
かんけい

法令
ほうれい

との調和
ちょうわ

を図
はか

らなければならない。 

 

（差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

、助言
じょげん

等
とう

） 

第
だい

１６ 条
じょう

 障害
しょうがい

者
しゃ

及
およ

びその関係
かんけい

者
しゃ

は、障害
しょうがい

者
しゃ

本人
ほんにん

に係
かか

る差別
さ べ つ

に該当
がいとう

すると思
おも

われ

る事案
じ あ ん

（以下
い か

「対象
たいしょう

事案
じ あ ん

」という。）について、市
し

に相談
そうだん

することができる。 

２ 市
し

は、対象
たいしょう

事案
じあん

に関
かん

する相談
そうだん

があったときは、次
つぎ

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

を行
おこな

うものとする。 

（１）相談
そうだん

に応
おう

じ、関係
かんけい

者
しゃ

への事実
じ じ つ

の確認
かくにん

及
およ

び調査
ちょうさ

を行
おこな

うこと。 

（２）相談
そうだん

に応
おう

じ、関係
かんけい

者
しゃ

に必要
ひつよう

な助言
じょげん

及
およ

び情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うこと。 

（３）相談
そうだん

に係
かか

る関係
かんけい

者
しゃ

間
かん

の調整
ちょうせい

を行
おこな

うこと。 

（４）関係
かんけい

行
ぎょう

政機関
せいきかん

への紹介
しょうかい

を行
おこな

うこと。 

 

（相談
そうだん

員
いん

） 

第
だい

１７ 条
じょう

 市
し

は、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

（市
し

から委託
い た く

を受
う

けて障害者
しょうがいしゃ

の日常
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

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

第
だい

７７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

第
だい

３号
ごう

に規定
き て い

する事業
じぎょう

を

行
おこな

う者
もの

をいう。）に、前条
ぜんじょう

第
だい

２項
こう

各号
かくごう

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

の全部
ぜ ん ぶ

又
また

は一部
い ち ぶ

を委託
い た く

するこ

とができる。 

 

（助言
じょげん

及
およ

びあっせんの申立
もうした

て） 

第
だい

１８条
じょう

 障害者
しょうがいしゃ

は、対象
たいしょう

事案
じ あ ん

があるときは、市長
しちょう

に対
たい

し、対象
たいしょう

事案
じ あ ん

を解決
かいけつ

する

ために必要
ひつよう

な助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

うよう申
もう

し立
た

てることができる。 
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２ 障害者
しょうがいしゃ

の保護者
ほ ご し ゃ

又
また

は関係者
かんけいしゃ

は、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

に代
か

わり、前項
ぜんこう

の申立
もうした

てをすること

ができる。ただし、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

の意
い

に反
はん

することが明
あき

らかであると認
みと

められるとき

は、することができない。 

３ 前
ぜん

２項
こう

の申立
もうした

ては、その対象
たいしょう

事案
じ あ ん

が次
つぎ

の各号
かくごう

のいずれかに該当
がいとう

する場合
ば あ い

は、す

ることができない。 

(１) 行政
ぎょうせい

不服
ふ ふ く

審査法
しんさほう

（平成
へいせい

２６年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６８号
ごう

）その他
た

の法令
ほうれい

により、審査
し ん さ

請求
せいきゅう

その他
た

の不服
ふ ふ く

申立
もうした

てをすることができる事案
じ あ ん

であって、行
ぎょう

政庁
せいちょう

の行
おこな

う

処分
しょぶん

の取消
と り け

し、撤廃
てっぱい

又
また

は変更
へんこう

を求
もと

めるものであるとき。 

(２) 申立
もうした

ての原因
げんいん

となる事実
じ じ つ

のあった日
ひ

（継続
けいぞく

する行為
こ う い

にあっては、その行為
こ う い

の終 了
しゅうりょう

した日
ひ

）から３年
ねん

を経過
け い か

しているものであるとき（その間
かん

に申立
もうした

てをし

なかったことにつき正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

く。）。 

(３) 現
げん

に犯罪
はんざい

の捜査
そ う さ

の対象
たいしょう

となっているものであるとき。 

 

（事実
じ じ つ

の調査
ちょうさ

） 

第
だい

１９条
じょう

 市長
しちょう

は、前条
ぜんじょう

第
だい

１項
こう

又
また

は第
だい

２項
こう

の申立
もうした

てがあったときは、当該
とうがい

申立
もうした

てに

係
かか

る事実
じ じ つ

について調査
ちょうさ

を行
おこな

うことができる。この場合
ば あ い

において、調査
ちょうさ

の対象
たいしょう

とな

る者
もの

は、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、これに 協 力
きょうりょく

しなければならない。 

 

（助言
じょげん

又
また

はあっせん） 

第
だい

２０条
じょう

 市長
しちょう

は、第
だい

１８条
じょう

第
だい

１項
こう

又
また

は第
だい

２項
こう

の申立
もうした

てがあったときは、調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

（第
だい

２３条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

をいう。以下
い か

この条
じょう

において同
おな

じ。）に対
たい

し、助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

うことの適否
て き ひ

について諮問
し も ん

するものとする。 

２ 調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、前
ぜん

項
こう

の助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

うことの適否
て き ひ

を判断
はんだん

するために

必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、当該
とうがい

対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に係
かか

る障害
しょうがい

者
しゃ

及
およ

び関係
かんけい

者
しゃ

に対
たい

し、その

出席
しゅっせき

を求
もと

めて説明
せつめい

若
も

しくは意見
い け ん

を聴
き

き、又
また

は資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

を求
もと

めることができる。 

３ 市
し

長
ちょう

は、調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

が助言
じょげん

又
また

はあっせんを 行
おこな

うことが相当
そうとう

であると判断
はんだん

した

場合
ば あ い

には、差別
さ べ つ

をしたと認
みと

められる者
もの

に対
たい

し、助言
じょげん

又
また

はあっせんを 行
おこな

う。 

 

（勧告
かんこく

） 

第
だい

２１ 条
じょう

 市長
しちょう

は、前条
ぜんじょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

による助言
じょげん

又
また

はあっせんを 行
おこな

った場合
ば あ い

にお

いて、差別
さ べ つ

をしたと認
みと

められる者
もの

が、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく当該
とうがい

助言
じょげん

又
また

はあっせんを受
う

け

入
い

れないときは、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう勧告
かんこく

することができる。 
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（公表
こうひょう

） 

第
だい

２２条
じょう

 市長
しちょう

は、前条
ぜんじょう

の規定
き て い

による勧告
かんこく

を受
う

けた事
じ

業者
ぎょうしゃ

が、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく当該
とうがい

勧告
かんこく

に従
したが

わないときは、その旨
むね

を公表
こうひょう

することができる。 

２ 市長
しちょう

は、前項
ぜんこう

の規定
き て い

による公表
こうひょう

をしようとするときは、市
し

規則
き そ く

で定
さだ

めるところによ

り、当該
とうがい

勧告
かんこく

を受
う

けた事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、意見
い け ん

を述
の

べる機会
き か い

を与
あた

えなければならない。 

 

（調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

） 

第
だい

２３条
じょう

 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

を効果的
こうかてき

かつ円滑
えんかつ

に行
おこな

うた

め、市長
しちょう

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として、八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

（以下
い か

「調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

」という。）を置
お

く。 

２ 調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事務
じ む

をつかさどる。 

(１) 対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に係
かか

る申立
もうした

てについての調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

に関
かん

すること。 

(２) 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

第
だい

１８条
じょう

第
だい

１項
こう

及
およ

び第
だい

３項
こう

に規定
きてい

する事務
じ む

に関
かん

すること。 

(３) 差別
さ べ つ

と思
おも

われる事案
じ あ ん

に係
かか

る協議
きょうぎ

及
およ

び当該
とうがい

事案
じ あ ん

に係
かか

る事実
じ じ つ

についての調査
ちょうさ

に

関
かん

すること。 

３ 調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、委員
い い ん

２０人
にん

以内
い な い

をもって組織
そ し き

する。 

４ 調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、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

第
だい

１７条
じょう

第
だい

２項
こう

各号
かくごう

に定
さだ

める者
もの

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の擁護
よ う ご

に関
かん

し優
すぐ

れた識
しき

見
けん

を有
ゆう

する者
もの

のうちから市長
しちょう

が委嘱
いしょく

する。 

５ 調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は２年
ねん

とし、再任
さいにん

を妨
さまた

げない。ただし、委員
い い ん

が欠
か

け

た場合
ば あ い

における補欠
ほ け つ

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。 

６ 調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、職務上
しょくむじょう

知
し

り得
え

た秘密
ひ み つ

を漏
も

らしてはならない。その 職
しょく

を

退
しりぞ

いた後
あと

も、同様
どうよう

とする。 

７ 第
だい

１９条
じょう

後段
こうだん

の規定
き て い

は、第
だい

２項
こう

第
だい

３号
ごう

の調査
ちょうさ

について準用
じゅんよう

する。 

８ 前各項
ぜんかくこう

に定
さだ

めるもののほか、調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

の運営
うんえい

について必要
ひつよう

な事項
じこう

は、別
べつ

に定
さだ

める。 
 

（委任
い に ん

） 

第
だい

２４条
じょう

 この条例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、この条例
じょうれい

の施行
し こ う

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、市長
しちょう

が定
さだ

める。 
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附
ふ

 則
そく

 

１ この条例
じょうれい

は、平成
へいせい

２４年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

２ 市長
しちょう

は、この条例
じょうれい

の施行
し こ う

後
ご

３年
ねん

を目途
め ど

として、障害者
しょうがいしゃ

に係
かか

る法
ほう

制度
せ い ど

の動向
どうこう

を

勘案
かんあん

し、この条例
じょうれい

の施行
し こ う

の状 況
じょうきょう

について検討
けんとう

を加
くわ

え、その結果
け っ か

に基
もと

づいて必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２５年
ねん

２月
がつ

２８日
にち

条例
じょうれい

第
だい

３号
ごう

） 

この条例
じょうれい

は、平成
へいせい

２５年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２８年
ねん

３月
がつ

２９日
にち

条例
じょうれい

第
だい

２７号
ごう

） 

この条例
じょうれい

は、平成
へいせい

２８年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

 

附
ふ

 則
そく

（令和
れ い わ

元年
がんねん

１２月
がつ

１７日
にち

条例
じょうれい

第
だい

２９号
ごう

） 

この条例
じょうれい

は、令和
れ い わ

２年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 
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◆ 八王子市
は ち お う じ し

社会
しゃかい

福祉審
ふ く し し ん

議会
ぎ か い

条例
じょうれい

 

平成
へいせい

２６年
ねん

９月
がつ

２４日
にち

 

条例
じょうれい

第
だい

３０号
ごう

 

（設置
せ っ ち

） 

第
だい

１条
じょう

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に係
かか

る施策
し さ く

に関
かん

する事項
じ こ う

について調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

するため、地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

（昭和
しょうわ

２２年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６７号
ごう

）第
だい

１３８条
じょう

の４第
だい

３項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき、市長
しちょう

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として、八王子市
は ち お う じ し

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

（以下
い か

「審
しん

議会
ぎ か い

」という。）を置
お

く。 
 

（所掌
しょしょう

事項
じ こ う

） 

第
だい

２条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

は、市長
しちょう

の諮問
し も ん

に応
おう

じ、次
つぎ

に掲
かか

げる社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に係
かか

る施策
し さ く

に関
かん

する

事項
じ こ う

について調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し、答申
とうしん

する。 

(１) 社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

２６年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

４５号
ごう

）第
だい

７条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に

関
かん

する事項
じ こ う

（同法
どうほう

第
だい

１２条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する児童
じ ど う

福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

を含
ふく

む。） 

(２) 子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援法
しえんほう

（平成
へいせい

２４年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６５号
ごう

）第
だい

７７条
じょう

第
だい

１項
こう

各号
かくごう

に

掲
かか

げる事項
じ こ う

 

(３) 就学前
しゅうがくまえ

の子
こ

どもに関
かん

する教育
きょういく

、保育
ほ い く

等
とう

の総合的
そうごうてき

な提供
ていきょう

の推進
すいしん

に関
かん

する

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

１８年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

７７号
ごう

）第
だい

１７条
こう

第
だい

３項
こう

、第
だい

２１条
じょう

第
だい

２項
こう

及
およ

び第
だい

２２

条
じょう

第
だい

２項
こう

に関
かん

する事項
じ こ う

 

(４) 介護
か い ご

保険法
ほけんほう

（平成
へいせい

９年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１２３号
ごう

）に基
もと

づく介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

の円滑
えんかつ

な

運営
うんえい

に関
かん

する事項
じ こ う

 

(５) 前各号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

について市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める事項
じ こ う

 
 

（組織
そ し き

） 

第
だい

３条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

の委員
い い ん

は、次
つぎ

に掲
かか

げる者
もの

のうちから市長
しちょう

が委嘱
いしょく

する。 

(１) 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

 

(２) 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 

(３) 市議
し ぎ

会議員
かいぎいん

 

(４) 前
ぜん

３号
ごう

に掲
かか

げるもののほか、市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める者
もの
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２ 委員
い い ん

の任期
に ん き

は３年
ねん

とし、再任
さいにん

を妨
さまた

げない。ただし、委員
い い ん

が欠
か

けた場合
ば あ い

における

補欠
ほ け つ

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。 

３ 特別
とくべつ

の事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

するため必要
ひつよう

があるときは、審
しん

議会
ぎ か い

に臨時
り ん じ

委員
い い ん

を置
お

くこ

とができる。 

４ 前項
ぜんこう

の臨時
り ん じ

委員
い い ん

は、その者
もの

の委嘱
いしょく

に係
かか

る特別
とくべつ

の事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

が 終 了
しゅうりょう

したと

きは、解職
かいしょく

されるものとする。 
 

（会長
かいちょう

及
およ

び副会長
ふくかいちょう

） 

第
だい

４条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

に、会長
かいちょう

及
およ

び副会長
ふくかいちょう

各
かく

１人
ひ と り

を置
お

く。 

２ 審
しん

議会
ぎ か い

の会長
かいちょう

は、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により定
さだ

める。 

３ 審
しん

議会
ぎ か い

の会長
かいちょう

は、会務
か い む

を総理
そ う り

し、審
しん

議会
ぎ か い

を代表
だいひょう

する。 

４ 審
しん

議会
ぎ か い

の副会長
ふくかいちょう

は、審
しん

議会
ぎ か い

の会長
かいちょう

が指名
し め い

する。 

５ 審
しん

議会
ぎ か い

の副会長
ふくかいちょう

は、会長
かいちょう

を補佐
ほ さ

し、会長
かいちょう

に事故
じ こ

があるとき、又
また

は会長
かいちょう

が欠
か

けたときは、その職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 
 

（会議
か い ぎ

） 

第
だい

５条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

は、委員
い い ん

の半数
はんすう

以上
いじょう

の者
もの

が出席
しゅっせき

しなければ、会議
か い ぎ

を開
ひら

くことがで

きない。 

２ 審
しん

議会
ぎ か い

の議事
ぎ じ

は、出席
しゅっせき

委員
い い ん

の過半数
かはんすう

で決
けっ

し、可否
か ひ

同数
どうすう

のときは、会長
かいちょう

の決
けっ

す

るところによる。 

３ 第
だい

３条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

により臨時
り ん じ

委員
い い ん

を置
お

いた場合
ば あ い

における前
ぜん

２項
こう

の規定
き て い

の適用
てきよう

については、臨時
り ん じ

委員
い い ん

は、委員
い い ん

とみなす。 
 

（専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

） 

第
だい

６条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

に、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

における専門的
せんもんてき

な事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

等
とう

するため、次
つぎ

に掲
かか

げる専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

を置
お

く。 

(１) 地域
ち い き

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

 

(２) 民生
みんせい

委員
い い ん

審査
し ん さ

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

 

(３) 高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

 

(４) 障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

 

(５) 児童
じ ど う

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい
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２ 市長
しちょう

は、前項
ぜんこう

に掲
かか

げるもののほか、必要
ひつよう

に応
おう

じ、審
しん

議会
ぎ か い

に専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

を置
お

くこ

とができる。 

３ 専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

は、審
しん

議会
ぎ か い

の会長
かいちょう

が指名
し め い

する委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

をもって組織
そ し き

する。 

４ 専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に会長
かいちょう

を置
お

き、当該
とうがい

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

の互選
ご せ ん

に

より定
さだ

める。 

５ 専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の会長
かいちょう

に事故
じ こ

があるとき、又
また

は専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の会長
かいちょう

が欠
か

けたとき

は、あらかじめ専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の会長
かいちょう

の指名
し め い

する委員
い い ん

がその職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

６ 第
だい

４条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

は専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の会長
かいちょう

の職務
しょくむ

について、前条
ぜんじょう

の規定
き て い

は専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の会議
か い ぎ

について、それぞれ準用
じゅんよう

する。 

７ 審
しん

議会
ぎ か い

は、その定
さだ

めるところにより、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の決議
け つ ぎ

をもって、審
しん

議会
ぎ か い

の

決議
け つ ぎ

とすることができる。 
 

（部会
ぶ か い

） 

第
だい

７条
じょう

 前条
ぜんじょう

第
だい

１項
こう

第
だい

４号
ごう

に規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に、次
つぎ

に掲
かか

げる部会
ぶ か い

を置
お

き、その所掌
しょしょう

事項
じ こ う

は、次
つぎ

に掲
かか

げる部会
ぶ か い

の区分
く ぶ ん

に応
おう

じ、それぞれ当該
とうがい

各号
かくごう

に定
さだ

める事項
じ こ う

とする。 

(１) 障害
しょうがい

程度
て い ど

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

 社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

施行令
しこうれい

（昭和
しょうわ

３３年
ねん

政令
せいれい

第
だい

１８５号
ごう

）第
だい

３

条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の障害
しょうがい

程度
て い ど

の審査
し ん さ

に関
かん

する事項
じ こ う

 

(２) 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

機関
き か ん

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

 障害者
しょうがいしゃ

の日常
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

を総合的
そうごうてき

に

支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（平成
へいせい

１７年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１２３号
ごう

）第
だい

５９条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する

指定
し て い

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

機関
き か ん

の指定
し て い

に関
かん

する事項
じ こ う

 

(３) 指定医
し て い い

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

２４年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

２８３号
ごう

）第
だい

１５

条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する医師
い し

の指定
し て い

に関
かん

する事項
じ こ う

 

２ 前項
ぜんこう

に定
さだ

めるもののほか、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

は、その決議
け つ ぎ

に基
もと

づき、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に

部会
ぶ か い

を置
お

くことができる。この場合
ば あ い

において、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

は、速
すみ

やかにその旨
むね

を

市長
しちょう

に報告
ほうこく

しなければならない。 

３ 部会
ぶ か い

は、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の会長
かいちょう

が指名
し め い

する委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

をもって組織
そ し き

する。 

４ 部会
ぶ か い

に会長
かいちょう

を置
お

き、当該
とうがい

部会
ぶ か い

に属
ぞく

する委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により定
さだ

める。 

５ 部会
ぶ か い

の会長
かいちょう

に事故
じ こ

があるとき、又
また

は部会
ぶ か い

の会長
かいちょう

が欠
か

けたときは、あらかじめ

部会
ぶ か い

の会長
かいちょう

の指名
し め い

する委員
い い ん

がその職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。  
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６ 第
だい

４条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

は部会
ぶ か い

の会長
かいちょう

の職務
しょくむ

について、第
だい

５条
じょう

の規定
き て い

は部会
ぶ か い

の

会議
か い ぎ

について、それぞれ準用
じゅんよう

する。 

７ 審
しん

議会
ぎ か い

及
およ

び専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

は、その定
さだ

めるところにより、部会
ぶ か い

の決議
け つ ぎ

をもって、審
しん

議会
ぎ か い

の決議
け つ ぎ

とすることができる。 
 

（関係者
かんけいしゃ

の出席
しゅっせき

） 

第
だい

８条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

及
およ

び部会
ぶ か い

の会長
かいちょう

及
およ

び副会長
ふくかいちょう

は、調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

のため必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、関係者
かんけいしゃ

に出席
しゅっせき

を求
もと

め、意見
い け ん

若
も

しくは説明
せつめい

を聴
き

き、又
また

は

必要
ひつよう

な資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

を求
もと

めることができる。 
 

（庶務
し ょ む

） 

第
だい

９条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

の庶務
し ょ む

は、福祉部
ふ く し ぶ

において処理
し ょ り

する。 
 

（委任
い に ん

） 

第
だい

１０条
じょう

 この条例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、審
しん

議会
ぎ か い

、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

及
およ

び部会
ぶ か い

の運営
うんえい

に

ついて必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。 

附
ふ

 則
そく

 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この条例
じょうれい

は、平成
へいせい

２７年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

（八王子市
は ち お う じ し

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援審
しえんしん

議会
ぎ か い

条例
じょうれい

の廃止
は い し

） 

２ 八王子市
は ち お う じ し

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援審
しえんしん

議会
ぎ か い

条例
じょうれい

（平成
へいせい

２５年
ねん

八王子市
は ち お う じ し

条例
じょうれい

第
だい

３３

号
ごう

）は、廃止
は い し

する。 

（八王子市
は ち お う じ し

介護
か い ご

保険
ほ け ん

条例
じょうれい

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

） 

３ 八王子市
は ち お う じ し

介護
か い ご

保険
ほ け ん

条例
じょうれい

（平成
へいせい

１２年
ねん

八王子市
は ち お う じ し

条例
じょうれい

第
だい

２６号
ごう

）の一部
い ち ぶ

を次
つぎ

のよ

うに改正
かいせい

する。 
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改正後
かいせいご

 改正前
かいせいまえ

 

目次
もくじ

 目次
もくじ

 

 第
だい

１ 章
しょう

～第
だい

４ 章
しょう

 （ 略
りゃく

）  第
だい

１ 章
しょう

～第
だい

４ 章
しょう

 （ 略
りゃく

） 

 第
だい

５ 章
しょう

 削 除
さくじょ

 
 第

だい

５ 章
しょう

 運 営
うんえい

協 議 会
きょうぎかい

（第
だい

17 条
じょう

・第
だい

18

条
じょう

） 

 第
だい

６ 章
しょう

～第
だい

８ 章
しょう

 （ 略
りゃく

）  第
だい

６ 章
しょう

～第
だい

８ 章
しょう

 （ 略
りゃく

） 

   第
だい

５ 章
しょう

 削 除
さくじょ

    第
だい

５ 章
しょう

 運 営
うんえい

協 議 会
きょうぎかい

 

第
だい

17 条
じょう

・第
だい

18 条
じょう

 削 除
さくじょ

 （運 営
うんえい

協 議 会
きょうぎかい

） 

   

第
だい

17 条
じょう

 介護
かいご

保険
ほけん

事 業
じぎょう

の円 滑
えんかつ

な運 営
うんえい

を図
はか

るた

め、市 長
しちょう

の附属
ふぞく

機関
きかん

として八王子市
はちおうじし

介護
かいご

保険
ほけん

運 営
うんえい

協 議 会
きょうぎかい

（以下
い か

「協 議 会
きょうぎかい

」という。）を置
お

く。 

   
２ 協 議 会

きょうぎかい

は、市 長
しちょう

の諮問
しもん

に応
おう

じ、次
つぎ

に掲
かか

げる

重 要
じゅうよう

事項
じこう

について審議
しんぎ

し、答 申
とうしん

する。 

   
(１) 介護

かいご

保険
ほけん

事 業
じぎょう

の適 正
てきせい

かつ公 平
こうへい

な運 営
うんえい

に関
かん

すること。 

   (２) 保険
ほけん

給 付
きゅうふ

に関
かん

すること。 

   
(３) 介護

かいご

保険
ほけん

を補完
ほかん

する給 付
きゅうふ

に関
かん

するこ

と。 

   

３ 協 議 会
きょうぎかい

は、介護
かいご

保険
ほけん

事 業
じぎょう

の運 営
うんえい

に関
かん

する

重 要
じゅうよう

事項
じこう

について市 長
しちょう

に意見
いけん

を述
の

べることが

できる。 

   （組織
そしき

） 

   
第
だい

18 条
じょう

 協 議 会
きょうぎかい

は、委員
いいん

13人
にん

以内
いない

をもって組織
そしき

する。 

   

２ 協 議 会
きょうぎかい

の委員
いいん

は、被保険者
ひほけんしゃ

、高 齢 者
こうれいしゃ

団 体
だんたい

の

代 表 者
だいひょうしゃ

、福祉
ふくし

関 係 者
かんけいしゃ

、保健
ほけん

医 療
いりょう

関 係 者
かんけいしゃ

、

介護
かいご

サービスを 提 供
ていきょう

する事 業 者
じぎょうしゃ

、介護
かいご

保 険 料
ほけんりょう

額
がく

を負担
ふたん

する事 業 主
じぎょうぬし

及
およ

び学 識
がくしき

経 験
けいけん

を有
ゆう

する者
もの

のうちから市 長
しちょう

が委 嘱
いしょく

する。 

   

３ 協 議 会
きょうぎかい

の委員
いいん

の任期
にんき

は２年
ねん

とし、再 任
さいにん

を 妨
さまた

げない。ただし、委員
いいん

が欠
か

けた場合
ばあい

における補欠
ほけつ

の委員
いいん

の任期
にんき

は、前 任 者
ぜんにんしゃ

の残 任
ざんにん

期間
きかん

とする。 

   
４ 前

ぜん

３項
こう

に定
さだ

めるもののほか、協 議 会
きょうぎかい

の組織
そしき

及
およ

び運 営
うんえい

については、市
し

規則
きそく

で定
さだ

める。 
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  計画
けいかく

策定
さくてい

部会
ぶ か い

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

 

区
く

 分
ぶん

 氏
し

  名
めい

 所
しょ

  属
ぞく

  等
とう

 

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 日野
ひ の

 一男
か ず お

 実践
じっせん

女子
じょし

大学
だいがく

・短期
たんき

大学部
だいがくぶ

 名誉教授
めいよきょうじゅ

 

支 し 

援 え
ん 

機 き 

関 か
ん 

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

 塚田
つ か だ

 芳
よし

昭
あき

 相談
そうだん

支援
しえん

センター サポート南
みなみ

多
た

摩
ま

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター 野田
の だ

 久美子
く み こ

 すぎな愛育
あいいく

園
えん

園長
えんちょう

 

地
ち

域
いき

活動
かつどう

支
し

援
えん

センター 八町
はっちょう

 真理子
ま り こ

 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターあくせす 

就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

 土居
ど い

 幸
ゆき

仁
ひと

 八王子
はちおうじ

ワークセンター 

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

機
き

関
かん

 平岡
ひらおか

 寿美子
す み こ

 若
わか

駒
こま

ライフサポート 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

 佐藤
さ と う

 淳一
じゅんいち

 八王子
はちおうじ

福祉
ふ く し

園
えん

 

障
し
ょ
う 

害 が
い 

当 と
う 

事 じ 

者 し
ゃ 

身体
しんたい

 杉浦
すぎうら

 貢
みつぐ

 障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 

身体
しんたい

 宮川
みやかわ

 純
じゅん

 八王子
はちおうじ

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

 

身体
しんたい

 是枝
これえだ

 修正
しゅうせい

 八王子市
は ち お う じ し

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

協会
きょうかい

 

知的
ち て き

 須賀
す が

 美穂子
み ほ こ

  

精神
せいしん

 印南
いんなみ

 圭
けい

裕
すけ

 多摩
た ま

草
くさ

むらの会
かい

 

難病
なんびょう

 恒川
つねかわ

 礼子
れ い こ

 難病
なんびょう

ネットワーク 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

 井上
いのうえ

 美保
み ほ

 八王子
はちおうじ

西
にし

特別
とくべつ

支
し

援
えん

学校
がっこう

 校長
こうちょう
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区
く

 分
ぶん

 氏
し

  名
めい

 所
しょ

  属
ぞく

  等
とう

 

地域
ち い き

団体
だんたい

（町会
ちょうかい

・自治会
じ ち か い

） 小池
こ い け

 茂
しげる

 八王子市
は ち お う じ し

町会
ちょうかい

自治会
じ ち か い

連合会
れんごうかい

 

産業
さんぎょう

・経済
けいざい

団体
だんたい

 村上
むらかみ

 奈
な

由理
ゆ り

 八王子
はちおうじ

商工
しょうこう

会議所
かいぎしょ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

 

佐戸
さ ど

 博
ひろし

 八王子市
は ち お う じ し

民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

 

吉本
よしもと

 由紀
ゆ き

 八王子市
は ち お う じ し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

保健
ほ け ん

医療
いりょう

 福島
ふくしま

 千尋
ち ひ ろ

 八王子市
は ち お う じ し

保健所
ほけんじょ

 保健
ほ け ん

対策
たいさく

課長
かちょう

 

児童
じ ど う

福祉
ふ く し

 澤田
さ わ だ

 正一
しょういち

 八王子市
は ち お う じ し

 子どものしあわせ課長
かちょう

 

 市民
し み ん

代表
だいひょう

（市民
し み ん

公募
こ う ぼ

委員
い い ん

） 

碓井
う す い

 惠夫
け い お

 公募
こ う ぼ

市民
し み ん

委員
い い ん

 

山下
やました

 優子
ゆ う こ

 公募
こ う ぼ

市民
し み ん

委員
い い ん
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  計画
けいかく

策定
さくてい

部会
ぶ か い

開催
かいさい

経過
け い か

 

 

  

回
かい

 日
にち

 時
じ

 会
かい

 場
じょう

 内
ない

 容
よう

 

第
だい

１回
かい

 
令和
れ い わ

２年
ねん

 

５月
がつ

22日
にち

 
書面
しょめん

開催
かいさい

 

①計画策定部会
けいかくさくていぶかい

委員
い い ん

委嘱状
いしょくじょう

・指名書
しめいしょ

交付
こ う ふ

 

②部
ぶ

会長
かいちょう

、職務
しょくむ

代理
だ い り

の選出
せんしゅつ

 

③障
しょう

害
がい

者
しゃ

計画
けいかく

・障害
しょうがい

福
ふく

祉
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

について 

④障害者
しょうがいしゃ

アンケート調査
ちょうさ

について 

⑤地域
ち い き

課題
か だ い

と主要
しゅよう

な取組
と り く

案
あん

について 

（障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

より） 

⑥第
だい

１章
しょう

「計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

及
およ

び目的
もくてき

」について 

第
だい

２回
かい

 ６月
がつ

22日
にち

 書面
しょめん

開催
かいさい

 

①第
だい

１章
しょう

「計画
けいかく

策定
さくてい

にあたって」について 

②第
だい

２章
しょう

「障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く現状
げんじょう

」について 

③第
だい

３章
しょう

「基本
き ほ ん

目標
もくひょう

・基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」について 

④障害者
しょうがいしゃ

アンケート調査
ちょうさ

について 

第
だい

３回
かい

 ７月
がつ

29日
にち

 書面
しょめん

開催
かいさい

 

①第
だい

２章
しょう

について 

②第
だい

４章
しょう

（主要
しゅよう

な取組
とりくみ

）について 

③医療的
いりょうてき

ケア児
じ

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

について 

第
だい

４回
かい

 ８月
がつ

27日
にち

 
八王子
はちおうじ

 

労政
ろうせい

会館
かいかん

 

①現行
げんこう

計画
けいかく

のモニタリングについて 

②第
だい

４章
しょう

（主要
しゅよう

な取組
とりくみ

）について 

③第
だい

４章
しょう

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

について 

第
だい

５回
かい

 ９月
がつ

28日
にち

 

市
し

役所
やくしょ

 

801・802

会議室
かいぎしつ

 

①第
だい

４章
しょう

（主要
しゅよう

な取組
とりくみ

）について 

②第
だい

４章
しょう

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

について 

第
だい

６回
かい

 10月
がつ

30日
にち

 

大横
おおよこ

保健
ほ け ん

福祉
ふくし

センター

第
だい

３・４・５

会議室
かいぎしつ

 

①第
だい

４章
しょう

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

について 

①第
だい

５章
しょう

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

について 

資料
しりょう
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回
かい

 日
にち

 時
じ

 会
かい

 場
じょう

 内
ない

 容
よう

 

第
だい

７回
かい

 11月
がつ

30日
にち

 

大横
おおよこ

保健
ほ け ん

福祉
ふくし

センター

第
だい

３・４・５

会議室
かいぎしつ

 

①第
だい

５章
しょう

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

について 

②計画
けいかく

素案
そ あ ん

について 

パブリックコメント(令和
れ い わ

２年
ねん

〔2020〕12月
がつ

15日
にち

～令和
れ い わ

３年
ねん

（2021)１月
がつ

15日
にち

) 

第
だい

８回
かい

 
令和
れ い わ

３年
ねん

 

１月
がつ

29日
にち

 
書面
しょめん

開催
かいさい

 ①パブリックコメントの結果
け っ か

報告
ほうこく

等
とう

について 
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料
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八王子市
は ち お う じ し

福祉部
ふ く し ぶ

障害者
しょうがいしゃ

福祉課
ふ く し か

 

〒192-8501 東京都
とうきょうと

八王子市元
は ち おう じし も と

本郷町
ほんごうちょう

三丁目
さんちょうめ

24番
ばん

１号
ごう

 

TEL：042-620-7245（直通
ちょくつう

） FAX：042-623-2444 

E-mail：b440600@city.hachioji.tokyo.jp 

 

 

八王子市
は ち お う じ 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

 


