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第
だい

４章
しょう

 しょうがいしゃ福祉
ふくし

計画
けいかく

 

 

１．目
もく

 標
ひょう

 

ノーマライゼーションやインクルージョン、共生
きょうせい

（ともに生
い

きる）という 考
かんが

え方
かた

にもとづき、どんなしょうがいを持
も

つ人
ひと

も自立
じ り つ

と自己
じ こ

決定
けってい

が尊重
そんちょう

されるよ

うな市民
し み ん

社会
しゃかい

を目指
め ざ

します。 

また、市民
し み ん

として対等
たいとう

・平等
びょうどう

の権利
け ん り

が保障
ほしょう

され、政治
せ い じ

・経済
けいざい

・文化
ぶ ん か

、さらに

は、教育
きょういく

・就労
しゅうろう

・医療
いりょう

など、社会
しゃかい

のあらゆる分野
ぶ ん や

への参加
さ ん か

が実現
じつげん

され、 幸
しあわ

せ

を実現
じつげん

できる市民
し み ん

社会
しゃかい

を目指
め ざ

します。 

そのために、しょうがいを持
も

つことによる社会的
しゃかいてき

不利
ふ り

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

をはばむあ

らゆる壁
かべ

をなくし、物理的
ぶ つ り て き

な環境
かんきょう

や心理的
し ん り て き

な壁
かべ

を積極的
せっきょくてき

に取
と

り除
のぞ

いていけるよ

うに取
と

り組
く

みます。 

２．現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 しょうがいしゃ施策
し さ く

は施設
し せ つ

生活
せいかつ

から在宅
ざいたく

生活
せいかつ

へと大
おお

きく転換
てんかん

し、国立市
く に た ち し

にお

いてもしょうがいしゃが必要
ひつよう

なサービスを 自
みずか

ら選択
せんたく

し、地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を

する方
かた

が年々
ねんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。また、１０年前
ねんまえ

と比較
ひ か く

すると身体
しんたい

、知的
ち て き

し

ょうがいしゃ（児
じ

）は約
やく

６００名
めい

増加
ぞ う か

し、高齢化
こ う れ い か

も進
すす

んでいます。2006年
ねん

（平成
へいせい

18年
ねん

）２月
がつ

現在
げんざい

、身体
しんたい

しょうがいしゃ手帳
てちょう

所持者
し ょ じ し ゃ

は１,７４０名
めい

で、うち全身性
ぜんしんせい

しょうがいしゃの方
かた

は約５０名
めい

です。近隣市
き ん り ん し

と比
くら

べ重度
じゅうど

しょうがいしゃの人口
じんこう

比率
ひ り つ

は高
たか

いとされ、支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

でのホームヘルパーの派遣
は け ん

時間
じ か ん

も多
おお

くなってい

るのが現状
げんじょう

です。また、愛
あい

の手帳
てちょう

は３０９名
めい

、精神
せいしん

しょうがいしゃ手帳
てちょう

は約
やく

２

００名
めい

の方
かた

が所持
し ょ じ

しています。しょうがいの程度
て い ど

や種別
しゅべつ

により利用
り よ う

されるサー

ビスもまちまちですが、心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

自動車
じ ど う し ゃ

ガソリン費
ひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

やリフトカー

運行
うんこう

事業
じぎょう

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

電話
で ん わ

設置
せ っ ち

等
など

事業
じぎょう

、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

等
など

事業
じぎょう

の利用者
り よ う し ゃ

は微増
び ぞ う

傾向
けいこう

がみられます。 

 また、精神
せいしん

しょうがい者
しゃ

ホームヘルプ事業
じぎょう

の利用者
り よ う し ゃ

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

し、2005年度
ね ん ど

（平成
へいせい

17年度
ね ん ど

）の利用時間は、前年度
ぜ ん ね ん ど

と比較
ひ か く

し１２.４％の増
ぞう

となりました。地域
ち い き

で暮
く

らすしょうがいしゃをサポートする上
うえ

で、ホームヘルパーの派遣
は け ん

は重要
じゅうよう

な

施策
し さ く

の一つです。精神
せいしん

しょうがいしゃへのアンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

し、その結果
け っ か

に

基
もと

づき 2005年度
ね ん ど

（平成
へいせい

１７年度
ね ん ど

）からはグループホーム事業
じぎょう

、デイサービス事業
じぎょう

を開始
か い し

しました。 
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 国立市
く に た ち し

は、2005年
ねん

（平成
へいせい

17年
ねん

）４月
がつ

に「しょうがいしゃがあたりまえに暮
く

ら

すまち宣言
せんげん

」を制定
せいてい

しました。これは、しょうがいのある人
ひと

もない人
ひと

も、共
とも

に出会
で あ

い、育
はぐく

み合
あ

える差別
さ べ つ

のないまちであり続
つづ

けることを理念
り ね ん

としていますが、しょ

うがいしゃの方
かた

が地域
ち い き

で安定
あんてい

したサービスを継続
けいぞく

して受
う

けられるよう、それぞ

れのニーズに合
あ

ったしょうがい福祉
ふ く し

サービスを提供
ていきょう

することが今後
こ ん ご

の課題
か だ い

と

考
かんが

えます。 

また、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

の施行
し こ う

を受
う

け、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

せるよう現行
げんこう

事業
じぎょう

を評価
ひょうか

し、就労
しゅうろう

移行
い こ う

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業
じぎょう

、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

、コミュ

ニケーション事業
じぎょう

等
など

を構築
こうちく

することが今後
こ ん ご

の重要
じゅうよう

な検討
けんとう

課題
か だ い

となっています。 

３．しょうがいしゃ福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

に当
あ

たっての視点
し て ん

 

計画
けいかく

策定
さくてい

にあたって、現在
げんざい

の市政
し せ い

を取
と

り巻
ま

く諸情勢
しょじょうせい

と整合
せいごう

が図
はか

られ、行政
ぎょうせい

ニ

ーズとして確認
かくにん

され、実現
じつげん

していく必要
ひつよう

があることから、次
つぎ

の各点
かくてん

を検討
けんとう

の視点
し て ん

として設定
せってい

しました。 

(1) 激
はげ

しく揺
ゆ

れ動
うご

くしょうがいしゃ福祉
ふ く し

制度
せ い ど

のなかで、現行
げんこう

のサービス水準
すいじゅん

を可能
か の う

な限
かぎ

り維持
い じ

していく視点
し て ん

 

   支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

から自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

へと制度
せ い ど

が大
おお

きく変更
へんこう

となりましたが、その

中
なか

にあっても、現行
げんこう

のサービス水準
すいじゅん

を可能
か の う

な限
かぎ

り確保
か く ほ

するために必要
ひつよう

な

施策
し さ く

は何
なに

か。 

(2)優先的
ゆうせんてき

に実施
じ っ し

すべき施策
し さ く

を選択
せんたく

する視点
し て ん

 

   今後
こ ん ご

のしょうがいしゃ福祉
ふ く し

の動向
どうこう

と現状
げんじょう

を評価
ひょうか

し、今
いま

、新
あら

たに取
と

り組
く

ま

なければならない施策
し さ く

は何
なに

か。 

(3)重要
じゅうよう

であるが、全国
ぜんこく

保障性
ほしょうせい

（※）を前提
ぜんてい

として施策
し さ く

を 考
かんが

える視点
し て ん

 

   重要
じゅうよう

な課題
か だ い

であるが、単独
たんどく

施策
し さ く

を組
く

み立
た

てることが困難
こんなん

で、全国
ぜんこく

保障性
ほしょうせい

の観点
かんてん

から国
くに

、東京都
とうきょうと

に 働
はたら

きかけて、実現
じつげん

を目指
め ざ

していく施策
し さ く

は何
なに

か。 

(4)広
ひろ

く市民
し み ん

に受
う

け入
い

れられる施策
し さ く

及
およ

びサービス水準
すいじゅん

の視点
し て ん

 

    全市民的
ぜんしみんてき

な視点
し て ん

から考慮
こうりょ

すれば、多様
た よ う

な行政
ぎょうせい

ニーズがある。一方
いっぽう

、財政
ざいせい

の規模
き ぼ

の拡大
かくだい

が望
のぞ

めない中
なか

では、最終的
さいしゅうてき

には、限
かぎ

られた財源
ざいげん

の配分
はいぶん

の問題
もんだい

となる。広
ひろ

く市民
し み ん

の理解
り か い

と合意
ご う い

が得
え

られるしょうがいしゃ福祉
ふ く し

施策
し さ く

とは何
なに

か、またそのサービスの水準
すいじゅん

は何
なに

か。 
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(5)厳
きび

しい財政的
ざいせいてき

制約
せいやく

の視点
し て ん

 

    経常
けいじょう

収支
しゅうし

比率
ひ り つ

が 100％を超
こ

え、今後
こ ん ご

３年
ねん

で、財政
ざいせい

調整
ちょうせい

基金
き き ん

は底
そこ

をつき、

現状
げんじょう

のサービス水準
すいじゅん

を維持
い じ

することすら困難
こんなん

な事態
じ た い

が予測
よ そ く

されている。こ

のような 状 況
じょうきょう

において、この５か年
ねん

で是非
ぜ ひ

とも取
と

り組
く

まなければならな

いしょうがいしゃ福祉
ふ く し

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る施策
し さ く

は何
なに

か、実施
じ っ し

方法
ほうほう

は何
なに

か。 

 以上
いじょう

の視点
し て ん

は、相互
そ う ご

に関連
かんれん

していますが、これをもとに、施策
し さ く

の優先性
ゆうせんせい

や実現
じつげん

の可能性
か の う せ い

、国
くに

や東京都
とうきょうと

と一体
いったい

で取
と

り組
く

む必要
ひつよう

のある施策
し さ く

等
など

の検討
けんとう

をいたしまし

た。 

※ 全国
ぜんこく

保障性
ほしょうせい

 ：法律
ほうりつ

で全国
ぜんこく

一律
いちりつ

に福祉
ふ く し

サービスが保障
ほしょう

されていること。 

４．施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（1）ノーマライゼーションの 考
かんが

え方
かた

の具体化
ぐ た い か

と福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

し

ます。 

① しょうがいがあっても地域
ち い き

で地域
ち い き

の資源
し げ ん

を利用
り よ う

し、市民
し み ん

を包
つつ

みこん

だ共生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

します。 

② 市民
し み ん

・行政
ぎょうせい

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

が協働
きょうどう

して福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

し、小地域
しょうちいき

の住民
じゅうみん

活動
かつどう

を活性化
か っ せ い か

して、しょうがいしゃ、高齢者
こうれいしゃ

、児童
じ ど う

を含
ふく

めたネ

ットワークを形成
けいせい

します。あわせて、しょうがいしゃを含
ふく

めた市民
し み ん

の

福祉
ふ く し

政策
せいさく

決定
けってい

や立案
りつあん

への参画
さんかく

を推進
すいしん

します。 

(2) 自立
じ り つ

を支
ささ

える生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 ① 生
う

まれたときから高齢
こうれい

になっても地域
ち い き

での援助
えんじょ

・支援
し え ん

を受
う

けて生活
せいかつ

で

きるようにします。 

② どんなに重
おも

いしょうがいがあっても対応
たいおう

できるだけの質
しつ

と 量
りょう

を 伴
ともな

った福祉
ふ く し

サービスを提供
ていきょう

し、生涯
しょうがい

を通
つう

じて多様
た よ う

な暮
く

らし方
がた

が選択
せんたく

でき、

自立
じ り つ

を支
ささ

えることができるシステムづくりと２４時間
じ か ん

対応
たいおう

できる相談
そうだん

体制
たいせい

を含
ふく

む総合的
そうごうてき

ネットワークの形成
けいせい

を目指
め ざ

します。 

(3) 自立
じ り つ

生活
せいかつ

を支
ささ

える教育
きょういく

と日中
にっちゅう

の活動
かつどう

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

(4) 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・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。 

(5) 社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 
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➀ しょうがいがあっても 自
みずか

らの能力
のうりょく

を発揮
は っ き

して、社会
しゃかい

に貢献
こうけん

し、芸術
げいじゅつ

・

表現
ひょうげん

活動
かつどう

などにより、自分
じ ぶ ん

の可能性
か の う せ い

に挑戦
ちょうせん

し、誇
ほこ

りと生
い

きがいをもてる

社会
しゃかい

をつくります。 

② 精神
せいしん

しょうがいしゃの地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

のための施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

５．施策
し さ く

の内容
ないよう

 

(1)ノーマライゼーションの 考
かんが

え方
かた

の具体化
ぐ た い か

と福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

します。 

・災害
さいがい

弱者
じゃくしゃ

対策
たいさく

の推進 

共通
きょうつう

する課題
か だ い

（第
だい

２ 章
しょう

）の個別
こ べ つ

施策
し さ く

参照
さんしょう

。 

・だれもが安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくりの推進
すいしん

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

５ 章
しょう

）の個別
こ べ つ

施策
し さ く

参照
さんしょう

。 

(2)自立
じ り つ

を支
ささ

える生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

  ・脱施設化
だ つ し せ つ か

・脱病院
だつびょういん

（退院
たいいん

）の促進
そくしん

 

・入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

措置者
そ ち し ゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

の促進
そくしん

 

   脱施設化
だ つ し せ つ か

・脱病院化
だつびょういんか

を推
お

し進
すす

め、市
し

が措置
そ ち

した方々
かたがた

については、 将
しょう

来
らい

に

は措置者
そ ち し ゃ

ゼロを目指
め ざ

します。また、現在
げんざい

市内
し な い

での施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

希望者
き ぼ う し ゃ

13名
めい

（身体
しんたい

しょうがいしゃ 1名
めい

、知的
ち て き

しょうがいしゃ 12名
めい

）は、ワーキンググループ

の中
なか

で検討
けんとう

し、「住
す

まいと一体
いったい

となった地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

のあり方
かた

」の中
なか

で

具体化
ぐ た い か

を図
はか

ります。当面
とうめん

、身体
しんたい

しょうがいしゃについては、2006年度
ね ん ど

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

）から、少
すく

なくとも 1名
めい

ずつを目標
もくひょう

に地域
ち い き

移行
い こ う

を図
はか

ります。知的
ち て き

し

ょうがいしゃについては、2006年度
ね ん ど

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

）から少
すく

なくとも２名
めい

ず

つを目標
もくひょう

に地域
ち い き

移行
い こ う

を図
はか

ります。精神
せいしん

しょうがいしゃについては、2006

年度
ね ん ど

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

）から、少
すく

なくとも２名
めい

ずつを目標
もくひょう

に地域
ち い き

移行
い こ う

を図
はか

りま

す。 

  ・住
す

まいのあり方
かた

の充実
じゅうじつ

について（事業名
じぎょうめい

１） 

・精神
せいしん

しょうがいしゃ在宅
ざいたく

サービスの推進
すいしん

（事業名
じぎょうめい

２） 

    本事業
ほんじぎょう

では、精神
せいしん

しょうがいしゃ自立
じ り つ

支援費
し え ん ひ

についても検討
けんとう

します。

その際
さい

、精神
せいしん

しょうがいしゃに心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

が適用
てきよう

されないため、

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

に相当
そうとう

するものを新設
しんせつ

できないかどうか検討
けんとう

します。

新設
しんせつ

できる場合
ば あ い

は、次
つぎ

の要件
ようけん

を満
み

たすものとします。 
     対象者

たいしょうしゃ

 ：年金
ねんきん

以外
い が い

に十分
じゅうぶん

な 収 入
しゅうにゅう

がなく、家族
か ぞ く

からの自立
じ り つ

や就労
しゅうろう

に
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よる自立
じ り つ

を目指
め ざ

している精神
せいしん

しょうがいしゃの方
かた

。 

     対 象
たいしょう

要件
ようけん

 ：本人
ほんにん

申請
しんせい

を原則
げんそく

とするが、一定
いってい

の 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を受
う

けている

か、ハローワークなどに求人
きゅうじん

登録
とうろく

をしている方
かた

。 
     支給

しきゅう

期間
き か ん

 ：自立
じ り つ

支援費
し え ん ひ

の支給
しきゅう

は一定
いってい

程度
て い ど

の 収 入
しゅうにゅう

（8万円
まんえん

程度
て い ど

）が得
え

られるまでとします。 
    その他

た

  ：自立
じ り つ

支援費
し え ん ひ

の適用
てきよう

の有無
う む

は、本人
ほんにん

の状態
じょうたい

を見
み

て、適宜
て き ぎ

判断
はんだん

します。 

・精神
せいしん

しょうがいしゃのためのショートステイ事業
じぎょう

の創設
そうせつ

（事業名
じぎょうめい

３） 

  ・しょうがいしゃ地域
ち い き

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

（事業名
じぎょうめい

４） 

・市
し

独自
ど く じ

の介助
かいじょ

制度
せ い ど

の創設
そうせつ

（事業名
じぎょうめい

５） 

    支援費
し え ん ひ

等
とう

でなされている次
つぎ

の各種
かくしゅ

事業
じぎょう

も市
し

独自
ど く じ

の介助
かいじょ

制度
せ い ど

として組
く

み

込
こ

むことが可能
か の う

かどうかを検討
けんとう

する。 

    しょうがいしゃ（児
じ

）ホームヘルプサービス事業
じぎょう

 

   （重度
じゅうど

身体
しんたい

しょうがいしゃ（児
じ

）知的
ち て き

しょうがいしゃ（児
じ

）ホームヘルプサービス事業
じぎょう

） 

現行
げんこう

派遣人
は け ん に ん

数 269 人
ずう   にん

 延派遣
の べ は け ん

時間
じ か ん

194,857時間
じ か ん

→2010年度
ね ん ど

（平成
へいせい

22年
ねん

度
ど

）目標
もくひょう

 

派遣
は け ん

人数
にんずう

281人
にん

 延派遣
の べ は け ん

時間
じ か ん

203,444時間
じ か ん

 

○数値
す う ち

目標
もくひょう

の根拠
こんきょ

  

現行
げんこう

派遣人
は け ん に ん

数
ずう

269人
にん

＋地域
ち い き

移行者
い こ う し ゃ

12人
にん

 

724時間
じ か ん

／年
ねん

平均
へいきん

×281人
にん

＝203,444時間
じ か ん

 

精神
せいしん

しょうがいしゃホームヘルプサービス事業
じぎょう

の実施
じ っ し

を含
ふく

む 
現行
げんこう

派遣人
は け ん に ん

数 27 人
ずう   にん

 延派遣
の べ は け ん

時間
じ か ん

3,998時間
じ か ん

 

→2010年度
ね ん ど

（平成
へいせい

22年度
ね ん ど

）目標
もくひょう

 派遣人
は け ん に ん

数
ずう

35人
にん

 延派遣
の べ は け ん

時間
じ か ん

5,194時間
じ か ん

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

の根拠
こんきょ

（35世帯
せ た い

） 

148時間
じ か ん

／年
ねん

平均
へいきん

×27世帯
せ た い

×1.3倍
ばい

＝5,194時間
じ か ん

 

      重度
じゅうど

脳性
のうせい

麻痺者
ま ひ し ゃ

等
とう

介護人
か い ご に ん

派遣
は け ん

事業
じぎょう

 

       視力
しりょく

しょうがいしゃガイドヘルパー事業
じぎょう

 

・手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

派遣
は け ん

事業
じぎょう

 

（現行
げんこう

派遣回数
はけんかいすう

33 回
  かい

 利用
り よ う

登録者
とうろくしゃ

数
すう

29人
にん
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→2010年度
ね ん ど

（平成
へいせい

22年度
ね ん ど

）目標
もくひょう

 派遣回数
はけんかいすう

50 回
  かい

 延利用登録者数
のべりようとうろくしゃすう

50人
にん

） 

・盲
もう

ろう者
しゃ

通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

養成
ようせい

 

    養成
ようせい

講座
こ う ざ

の設置
せ っ ち

の検討
けんとう

を 行
おこな

い、社会
しゃかい

資源
し げ ん

（ボランティア養成
ようせい

も含
ふく

む）

として活用
かつよう

できるかどうか検討
けんとう

します。養成数
ようせいすう

や養成
ようせい

講座
こ う ざ

の設置
せ っ ち

につい

ては、社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

事業
じぎょう

ワーキンググループの中
なか

で検討
けんとう

します。 

・ 各種
かくしゅ

事業
じぎょう

の継続
けいぞく

 

   しょうがいしゃ生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の継続
けいぞく

 

   しょうがいしゃ（児
じ

）緊急
きんきゅう

入所
にゅうしょ

事業
じぎょう

（ショートステイ） 

（公立
こうりつ

・民間
みんかん

のグループホームなどと利用
り よ う

契約
けいやく

を結
むす

ぶ。また、市
し

に登
とう

録
ろく

した介護者
か い ご し ゃ

の家
いえ

なども利用
り よ う

しながら幅広
はばひろ

くショートステイ事業
じぎょう

が 行
おこな

えるようにします。） 

現行
げんこう

派遣世帯
は け ん せ た い

数
すう

32
 ･

世帯
せ た い

 延派遣
の べ は け ん

日数
にっすう

570日
にち

  

→2010年度
ね ん ど

（平成
へいせい

22年度
ね ん ど

）目標
もくひょう

 派遣世帯
は け ん せ た い

41世帯
せ た い

 延派遣
の べ は け ん

日数
にっすう

729日
にち

  

       ○数値
す う ち

目標
もくひょう

の根拠
こんきょ

 17.8日
にち

/年
ねん

平均
へいきん

×（32世帯
せ た い

x1.28倍
ばい

）＝729日
にち

 

心身
しんしん

しょうがいしゃ（児
じ

）・知的
ち て き

しょうがいしゃ在宅
ざいたく

緊急
きんきゅう

一時
い ち じ

保護
ほ ご

事業
じぎょう

 

ショートステイについては、市
し

独自
ど く じ

の介助
かいじょ

制度
せ い ど

の中
なか

で検討
けんとう

する。 

入浴サービス        補装具・日常生活用具等の給付事業 

    住宅設備改善事業      心身障害者住宅家賃助成事業 

 緊急通報システム事業    身体しょうがいしゃ福祉電話設置等事業 

 聴覚しょうがいしゃ電話ファックス設置等事業 
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・各種
かくしゅ

手当
て あ

ての支給
しきゅう

 

 心身障害者福祉手当      心身障害児福祉手当 

 特別障害者手当、       障害児福祉手当 

 重度心身障害者手当      特別児童扶養手当 

 障害手当（児童育成）     特殊疾病者等福祉手当 

 心身障害者扶養年金 

（3）自立
じ り つ

生活
せいかつ

を支
ささ

える教育
きょういく

と日中
にっちゅう

の活動
かつどう

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 統合
とうごう

保育
ほ い く

の促進
そくしん

としょうがいのある幼児
よ う じ

の療育
りょういく

事業
じぎょう

（事業名
じぎょうめい

６） 

・ どの子
こ

も共
とも

に育
そだ

つ、豊
ゆた

かな教育
きょういく

をめざす制度
せ い ど

の確立
かくりつ

（事業名
じぎょうめい

７） 

・ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の
すい

推進
すいしん

事業
じぎょう

 （事業名
じぎょうめい

８） 

・ 国立市
く に た ち し

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

の創設
そうせつ

（事業名
じぎょうめい

９） 

（精神
せいしん

しょうがいしゃの職場
しょくば

開拓
かいたく

については、福祉部
ふ く し ぶ

が中心
ちゅうしん

となり、関
かん

連
れん

機関
き か ん

と調整
ちょうせい

の上
うえ

、就労
しゅうろう

が実現
じつげん

できるようにします。なお、2010年度
ね ん ど

（平
へい

成
せい

22年度
ね ん ど

）までに 10名
めい

程度
て い ど

の就労
しゅうろう

を目標
もくひょう

とし、ピア就労
しゅうろう

も検討
けんとう

しま

す。） 

・ 長期的
ちょうきてき

視点
し て ん

に立
た

った地域
ち い き

生活
せいかつ

の場
ば

の確保
か く ほ

の検討
けんとう

と保障
ほしょう

 

   障害者
しょうがいしゃ

センター、とりわけ、「あさがお」「あすなろ」等
など

しょうがい

の重
おも

い人
ひと

たちが安心
あんしん

して通
かよ

える施設
し せ つ

の継続
けいぞく

と希望者
き ぼ う し ゃ

の受
う

け入
い

れ。 

助成金等の適正支給の検討     情報の公開 

・ 地域
ち い き

デイグループ事業
じぎょう

・小規模通所
しょうきぼつうしょ

授産
じゅさん

施設
し せ つ

、作業所
さぎょうじょ

の充実
じゅうじつ

 

(4)保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・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。 

・ しょうがいしゃが安心
あんしん

して医療
いりょう

を受
う

けられる体制
たいせい

の推進
すいしん

（事業名
じぎょうめい

10） 

・ 心
こころ

の 病
やまい

の市民
し み ん

啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

・ 心
こころ

の 病
やまい

の相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

・ 各種
かくしゅ

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・相談
そうだん

機能
き の う

サービスの検討
けんとう

・実施
じ っ し

 

(5)社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

  ・「だれもが住
す

みやすいまちづくりの推進
すいしん

」を通
とお

しての社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

  ・生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

   ・交通
こうつう

機関
き か ん

の整備
せ い び
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  ・リフトカー運行
うんこう

事業
じぎょう

 

（現行
げんこう

利用
り よ う

件
けん

数
すう

3,369件
けん

、運行
うんこう

距離
き ょ り

27,523ｋｍ 

→2010年度
ね ん ど

（平成
へいせい

22年度
ね ん ど

）目標
もくひょう

 延利用
の べ り よ う

件
けん

数
すう

4,000件
けん

 運行
うんこう

距離
き ょ り

31,980ｋｍ） 

    ・福祉
ふ く し

タクシー事業
じぎょう

など 

（現行
げんこう

利用証
りようしょう

発行人
はっこうにん

数
ずう

593件
けん

、利用券
り よ う け ん

発行
はっこう

枚数
まいすう

50,733枚
まい

 

→2010年度
ね ん ど

（平成
へいせい

22年度
ね ん ど

）目標
もくひょう

 延利用証
のべりようしょう

発行人
はっこうにん

数
ずう

750人
にん

 利用券
り よ う け ん

発行
はっこう

枚数
まいすう

52,420枚
まい

 

  ・次
つぎ

の諸事業
しょじぎょう

を展開
てんかい

します。 

   ・しょうがいしゃレクリエーション事業
じぎょう

 

   ・ガソリン費
ひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

 

現行
げんこう

受給者
じゅきゅうしゃ

数
すう

273人
にん

→2010年度
ね ん ど

（平成
へいせい

22年度
ね ん ど

）目標
もくひょう

 延受給者
のべじゅきゅうしゃ

数
すう

400人
にん

 

   ・リフト付
つき

乗用
じょうよう

自動車
じ ど う し ゃ

運行
うんこう

事業
じぎょう

   ・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

事業
じぎょう

 

   ・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

など 

(6)その他
た

 

・しょうがいをもつ人
ひと

に対応
たいおう

する市
し

職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

（事業名
じぎょうめい

11） 

・ヘルパーの養成
ようせい

及
およ

び育成
いくせい

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

（事業名
じぎょうめい

12） 

・各種
かくしゅ

ボランティアの養成
ようせい

（各種
かくしゅ

ボランティアのあり方
かた

については、ワーキ

ンググループで検討
けんとう

） 

 ・活動ボランティア         ・パソコンボランティア 

 ・点訳ボランティア         ・音訳ボランティア 

   ・手話ボランティア         ・要約筆記ボランティア 

   ・車椅子ガイドヘルプボランティア 

   ・知的しょうがいしゃ余暇支援･相談支援ボランティア（別途制度化） 
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６． 施策
しさく

一覧
いちらん

 

(1)住
す

まい・生活
せいかつ

について 

事業名
じぎょうめい

１：住
す

まいのあり方
かた

の充実
じゅうじつ

について  

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：しょうがいのあるなしにかかわらず、だれもが、安心
あんしん

して住居
じゅうきょ

が確保
か く ほ

できるようにします。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 ：2006年度
ね ん ど

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

） 中
ちゅう

に住
す

まいのあり方
かた

の充実
じゅうじつ

に関
かん

す

るワーキンググループを立
た

ち上
あ

げ、住
す

まいのあり方
かた

の充実
じゅうじつ

に

関
かん

する検討
けんとう

と提言
ていげん

を 行
おこな

います。                                      

事業名
じぎょうめい

２：精神
せいしん

しょうがいしゃ在宅
ざいたく

サービスの推進
すいしん

 

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：精神
せいしん

しょうがいしゃ在宅
ざいたく

サービスの確保
か く ほ

・充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、

国立市
く に た ち し

における長期
ちょうき

展望
てんぼう

を探求
たんきゅう

し、年次
ね ん じ

計画
けいかく

を立案
りつあん

し、実施
じ っ し

へ

向
む

けた取
と

り組
く

みを 行
おこな

います。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 ：2006年度
ね ん ど

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

）中
ちゅう

に精神
せいしん

しょうがいしゃ在宅
ざいたく

サービ

ス検討
けんとう

ワーキンググループを立
た

ち上
あ

げ、実施
じ っ し

可能
か の う

な事業
じぎょう

から

具体化
ぐ た い か

を図
はか

っていきます。 

事業名
じぎょうめい

３：精神
せいしん

しょうがいしゃのためのショートステイ事業
じぎょう

の創設
そうせつ

                  

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：精神
せいしん

しょうがいをもつ人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすために緊急
きんきゅう

対応
たいおう

のできる場所
ば し ょ

を作
つく

ります。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

：市内
し な い

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

と実施
じ っ し

に向
む

けて検討
けんとう

します。                      

事業名
じぎょうめい

４：しょうがいしゃ地域
ち い き

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

 

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：それぞれの連携
れんけい

によって３しょうがいに対応
たいおう

できる相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

：現在
げんざい

の支援
し え ん

センターをさらに２か所
しょ

増
ふ

やし、３か所
しょ

設置
せ っ ち

しま

す。 

(2)介助
かいじょ

について 

事業名
じぎょうめい

５：市
し

独自
ど く じ

の介助
かいじょ

制度
せ い ど

の創設
そうせつ

                                             

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：しょうがいをもつ人
ひと

が安定
あんてい

して質
しつ

、量
りょう

ともに保証
ほしょう

する介助
かいじょ

制
せい

度
ど

を構築
こうちく

します。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 ：居宅
きょたく

介助
かいじょ

制度
せ い ど

検討
けんとう

ワーキンググループを設置
せ っ ち

し、あわせて公的
こうてき
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介護
か い ご

を利用
り よ う

しながら、充足
じゅうそく

されない介護
か い ご

の部分
ぶ ぶ ん

を市
し

の独自
ど く じ

制度
せ い ど

で補完
ほ か ん

していく制度
せ い ど

のあり方
かた

や直接
ちょくせつ

給付
きゅうふ

の可能性
か の う せ い

につい

て検討
けんとう

します。 

(3)療育
りょういく

・教育
きょういく

について 

事業名
じぎょうめい

６：統合
とうごう

保育
ほ い く

の促進
そくしん

としょうがいのある幼児
よ う じ

の療育
りょういく

事業
じぎょう

 

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：しょうがいのある幼児
よ う じ

が保育
ほ い く

園
えん

、幼稚園
よ う ち え ん

に通園
つうえん

しながら通所
つうしょ

で

きる場
ば

を身
み

近
ぢか

な地域
ち い き

で確保
か く ほ

し、専門的
せんもんてき

な療育
りょういく

によって発達
はったつ

を

支援
し え ん

するとともに、親子
お や こ

が孤立
こ り つ

しないように交流
こうりゅう

を図
はか

れる場
ば

とします。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 ：統合
とうごう

保育
ほ い く

を原則
げんそく

とし、統合
とうごう

保育
ほ い く

ができる環境
かんきょう

の整備
せ い び

と支援
し え ん

体
たい

制
せい

を確立
かくりつ

する。必要
ひつよう

に応
おう

じてしょうがい幼児
よ う じ

専門
せんもん

機関
き か ん

で療育
りょういく

が得
え

られるように 発達
はったつ

しょうがいや肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

のある幼児
よ う じ

の通所
つうしょ

の場
ば

を確保
か く ほ

します。 

事業名
じぎょうめい

７：どの子
こ

も共
とも

に育
そだ

つ、豊
ゆた

かな教育
きょういく

をめざす制度
せ い ど

の確立
かくりつ

  

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：学
がっ

校内
こうない

における教育
きょういく

を通
つう

じて、子
こ

どもたち同士
ど う し

の支
ささ

え合
あ

い、

認
みと

め合
あ

う教育
きょういく

を通
つう

じて地域
ち い き

の再生
さいせい

を図
はか

ります。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

：どんな子
こ

どもも豊
ゆた

かな教育
きょういく

をめざし、その実現
じつげん

のための方法
ほうほう

を

具体的
ぐ た い て き

に検
けん

討
とう

します。   

(4)社会
しゃかい

参加
さ ん か

・社会的
しゃかいてき

活動
かつどう

・就労
しゅうろう

について 

事業名
じぎょうめい

８：社会
しゃかい

参加
さ ん か

の推進
すいしん

事業
じぎょう

                                                 

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：社会的
しゃかいてき

活動
かつどう

を通
とお

してしょうがいをもつ人
ひと

が社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

み、

地域
ち い き

で暮
く

らし続
つづ

けられるような場
ば

を広
ひろ

げ、より開放的
かいほうてき

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

します。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

：しょうがいしゃが意見
い け ん

発表
はっぴょう

をしたり、市民
し み ん

と交流
こうりゅう

できる場
ば

を

設定
せってい

し、スムーズに社会
しゃかい

的
てき

活動
かつどう

に参加
さ ん か

できるような体制
たいせい

を作
つく

る

ためにワーキンググループを設置
せ っ ち

します。                             

事業名
じぎょうめい

９：国立市
く に た ち し

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

の創設
そうせつ

 

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：しょうがいしゃの一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の機会
き か い

拡大
かくだい

を図
はか

るとともにしょう

がいしゃが安
あん

心
しん

して 働
はたら

き続
つづ

けられるよう、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

におい
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て就労面
しゅうろうめん

と生活面
せいかつめん

の支援
し え ん

を一体的
いったいてき

に提供
ていきょう

します。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

：国立市
く に た ち し

が実施
じ っ し

主体
しゅたい

となり、市内
し な い

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

と協議
きょうぎ

し委託
い た く

し

ます。                                                             

  (5)医療
いりょう

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

について 

事業名
じぎょうめい

10：しょうがいしゃが安心
あんしん

して医療
いりょう

を受
う

けられる体制
たいせい

の推進
すいしん

                  

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：地域
ち い き

における、しょうがいしゃの医療
いりょう

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。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

：しょうがいしゃが安心
あんしん

して地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるよう、医師会
い し か い

と

協議
きょうぎ

の上
うえ

、ワーキンググループを設置
せ っ ち

します。                         

(6)啓発
けいはつ

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

について 

事業名
じぎょうめい

11：しょうがいをもつ人
ひと

に対応
たいおう

する市
し

職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

                 

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：しょうがいを持
も

つ人
ひと

へ責任
せきにん

ある親身
し ん み

な対応
たいおう

ができるよう、全
ぜん

職
しょく

員
いん

（有
ゆう

資格者
し か く し ゃ

を含
ふく

む）に対
たい

して研修
けんしゅう

を 行
おこな

います。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

：市内
し な い

のいろいろなしょうがい団体
だんたい

などにも 協 力
きょうりょく

を求
もと

め、当事
と う じ

者
しゃ

の 話
はなし

を聞
き

く事
こと

や実際
じっさい

に介助
かいじょ

の現場
げ ん ば

を体験
たいけん

するなど、しょう

がいを持
も

つ人
ひと

の生活
せいかつ

がわかる体験
たいけん

学習
がくしゅう

も取
と

り入
い

れた研修
けんしゅう

に

します。研修
けんしゅう

に当
あ

たっては「しょうがいしゃがあたりまえに暮
く

らすまち宣言
せんげん

」を周知
しゅうち

徹底
てってい

します。 

事業名
じぎょうめい

12：ヘルパーの養成
ようせい

及
およ

び育成
いくせい

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

                                   

事業
じぎょう

目標
もくひょう

：しょうがいを持
も

つ人
ひと

の意思
い し

に沿
そ

って生活
せいかつ

を支
ささ

え、当事者
と う じ し ゃ

の送
おく

り

たい人生
じんせい

をサポートする人材
じんざい

の養成
ようせい

、育成
いくせい

が必要
ひつよう

。対等
たいとう

にコミ

ュニケーションが取
と

れ、その人
ひと

らしい人生
じんせい

を送
おく

ることをサポー

トできる人材
じんざい

を育
そだ

てることに取
と

り組
く

みます。 

事業
じぎょう

内容
ないよう

：しょうがいを持
も

つ人
ひと

、一人
ひ と り

ひとりのしょうがいや生活
せいかつ

に合
あ

わせ

て対応
たいおう

していくことのできるヘルパーを育
そだ

てます。 
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７．施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し
ょ
う
が
い
し
ゃ
福
祉
計
画 

    方 向         個 別 施 策 

○ノーマライゼー

ションの考え方

の具体化と福祉

のまちづくりの

推進 

○自立を支える生

活支援サービス

の充実 

○自立生活を支え

る教育と日中活

動、就労支援の充

実 

○保健・医療・相談

機能の充実 

○社会参加の促進 

○住まいのあり方の充実 
○精神しょうがいしゃ在

宅サービスの推進 
○精神しょうがいしゃシ

ョートステイ事業の創

設 
○しょうがいしゃ地域自

立生活支援センター事

業の充実 
○市独自の介助制度の創

設 
○統合保育の促進としょ

うがいのある幼児の療

育事業 
○どの子も共に育つ、豊か

な教育を目指す制度の

確立 
○社会参加の推進事業 
○しょうがいしゃ就労支

援事業の創設 
○しょうがいしゃが安心

して医療を受けられる

体制の推進 
○しょうがいを持つ人に

対応する市職員の研修

事業の実施 
○ヘルパーの養成及び育

成事業の実施 
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８．個別施策 

事業名１：住まいのあり方の充実について（新規事業）  

現状と課題 

国立市では、多くのしょうがいしゃ達が、自らアパートを借

り、自立生活を実現している。しかし、市内や市外からの転居

者の場合、アパートに入居する際、依然として困難が伴い、他

の社会的弱者にも見られる問題であるので、改善が必要である。

目  的 しょうがいのあるなしにかかわらず、だれもが、安心して住

居が確保できるようにする。 
対  象 しょうがいをもつ市民 

サービスの  
内   容 

しょうがいの種別を問わず地域で共に自立した生活を送るこ

とができるように、住まいと一体となった地域生活支援のあり

方の中で、その具体化を図る。 

また、脱施設化・脱病院（退院）を促進し、市が入所措置を

行った方々や、元国立市在住で長期入院患者の方々のうち、国

立市で生活したい方が安心して地域生活に移行できるよう地域

生活支援のあり方を、しょうがいしゃや関係者の方々を含めた

検討会等で検討していく。 

また、公的保証人制度や心身しょうがいしゃ住宅費助成事業

の対象枠の拡大、支給対象基準についても検討する。さらに、

都営住宅のしょうがいしゃ枠の拡大やバリアフリー化を東京都

等へ要請していく。 
２００５

年度 
２００６

年度 

ワーキンググループの検討・設置 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 

２０１０

年度 
継 続 

実施方法 
ワーキンググループで検討する。脱施設化・脱病院（退院の

促進）、住まいのあり方、数値目標などについても検討する。 
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事業名２：精神しょうがいしゃ在宅サービスの推進（新規事業） 

現状と課題 

2002 年度（平成 14 年度）から在宅サービスの実施主体が市に

移管、新障害者プランも示され、地域生活支援のための具体的

整備が求められる時代を迎えた。 
しかし一部のサービスが始まったばかりで量的にも質的にも

不足しており、グランドデザイン（案）にみられるように、長

期入院者の退院促進から就労支援までが地域支援の施策対象に

なりつつある。 

こうした背景を考えて、今後は、長期展望にたった施策プラ

ンの検討が求められる。 

目  的 
精神しょうがいしゃ在宅サービスの確保・充実を図るため、

国立市における長期展望を探求し、年次計画を立案。実施に向

けた取組みを行う。 

対  象 精神しょうがいをもつ市民（入院中の人を含む） 

サービスの  
内   容 

在宅サービスの基盤整備やピア相談員、ピアヘルパー養成な

ど当事者支援事業のあり方等の検討。 

また、当事者が発信する市民を対象にした啓発事業（学校講

話やイベント等）を開催し、差別や偏見を克服していく土壌を

つくる。 

２００５

年度 
２００６

年度 

ワーキンググループを設置し、在宅サービスの基盤整備につい

て検討し、提案 

２００７

年度 
実施可能な事業から実施 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 
継 続 

実施方法 
精神しょうがいを持つ当事者、他のしょうがいを含む当事者

や関係者で構成するワーキンググループを設置する。     
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事業名３：精神しょうがいしゃのためのショートステイ事業の創設（新規事業）          

現状と課題 

精神しょうがいを持つ人が具合が悪くなった時、一時的に家

族と離れたり、安心できる場所で過ごす事により入院しなくて

も、いつもの生活に戻れることが少なくない。その場所を地域

に確保することが課題である。 

目  的 
精神しょうがいをもつ人が地域で安心して暮らすために緊急

対応できる場所を確保する。 

対  象 精神しょうがいをもつ市民 

サービスの  
内   容 

生活訓練施設等と契約を結び、ショートステイ事業を行う。

24 時間 365 日の相談体制については、広域的な組織化を図るこ

とを東京都へ要望するとともに契約施設にも働きかける。 

２００５

年度 

２００６

年度 

精神しょうがいしゃのためのショートステイ事業の具体化・

実施に向けた検討、ショートステイ事業の具体化と実施。 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 
継 続 

実施方法 

在宅緊急一時保護事業については、市内の社会福祉法人と協

議検討をしていく。 
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事業名４：しょうがいしゃ地域自立生活支援センター事業の充実（新規事業） 

現状と課題 

 現在、ＣＩＬくにたち援助為センターに委託して行っている。

身体・知的・精神の三しょうがいの各種相談援助及びピアカウン

セリングなどを精力的に実施し、その需要は年々増加している。 
従来にも増して増加することが予想される三しょうがいの複雑

多様な相談に、迅速かつ的確に対応するため、身近な地域ごとに

対応できる支援センターの設置が必要である。 
 障害者自立支援法においても相談支援事業は地域生活支援事業

に位置づけられている。 

目  的 
それぞれの連携によって三しょうがいに対応できる相談支援体

制の充実を図る。 

対  象 しょうがいを持つ市民 

サービスの 
内   容 

現在の支援センターをさらに２か所増やし、3 か所の設置とする。 

   
２００５

年度 
２００６

年度 

あり方について検討 

２００７

年度 
実 施 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 

２０１０

年度 継 続 

実施方法 

事業の委託先として知的しょうがいしゃ援護施設、精神しょう

がいしゃ社会復帰施設なども加え、各しょうがい分野の支援事業

者と当該事業について検討を進める。 
ピアカウンセラー、ピア相談員の養成や配置についても、具体

的に検討を進める。 



 

 - 61 - 

事業名５：市独自の介助制度の創設（新規事業） 

現状と課題 

制度を使っての介助者派遣については資格制度が取り入れられ、認定

を受けた事業所からのみの派遣ができる仕組みになっている。 

しょうがいを持つ人が安定した介護が受けられるように、市の独自制度

の創設が急務であり、介護内容をより充実できる制度を検討する必要があ

る。 

目  的 
しょうがいを持つ人が自立して生活ができるように、質、量とも

に安定した介助を保障する。 

対  象 しょうがいを持つ市民 

サービスの 
内   容 

  居宅介助制度検討ワーキンググループを設置し、公的介護を利用

しながら、充足されない介護の部分を市の独自制度で補完していく

制度のあり方を検討する。その際、直接給付の可能性についても検

討する。 

２００５

年度 

２００６

年度 

居宅介助制度検討ワーキンググループを設置し、個別の課題、基準、

制度内容等を調査・研究し、2006 年（平成 18 年）10 月までに市に報告す

る。制度の実施 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 継 続 

実施方法 

介助サービスの立ち上げについては、しょうがい当事者が中心となった

居宅介助制度検討ワーキンググループの中で検討する。 

制度設計、内容、基準について居宅介助制度検討ワーキンググループ

の中で検討し、制度案を作成して国立市地域保健福祉計画策定委員会

に報告する。また、自己負担基準についても検討する。 
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事業名６：統合保育の促進としょうがいのある幼児の療育事業（新規事業） 

現状と課題 

保育園、幼稚園に入園を希望するしょうがい幼児が増えているが、

統合保育をめぐる環境の整備や支援のあり方が不充分であること

や、しょうがい幼児の療育設備も不備である。 

また、肢体不自由のある幼児については、出生時からの長期入院

などにより孤立しがちな状況である。 

目  的 

  しょうがいのある幼児が保育園、幼稚園に通園しながら、通所で

きる場を身近な地域で確保し、専門的な療育によって発達を支援す

るとともに、親子が孤立しないよう交流を図れる場とする。 

対  象 しょうがいのある幼児 

サービスの 
内   容 

統合保育を原則とし、統合保育ができる環境の整備と支援体制を

確立する。必要に応じてしょうがい幼児専門機関で療育が得られる

ように発達しょうがいや肢体不自由のある幼児の通所の場を確保す

る。 

プログラムに応じて必要な職種が療育実施に関わる。 
２００５

年度 
２００６

年度 

あり方について検討、専門の人材、場所の確保 

２００７

年度 実 施 

２００８

年度 継 続 

２００９

年度 継 続 

 
 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 

２０１０

年度 
継 続 

実施方法 

市が実施主体となる。 
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事業名７：どの子も共に育つ、豊かな教育をめざす制度の確立（新規事業） 

現状と課題 

しょうがいのある子どもの学校選択権は、原則として認めら

れており、各自の通常学級への選択権は保障されている。 

しかし、特別なニーズを必要とする子どもたちと他の子ども

たちとが共に育つための理解はまだ不十分で、校舎によっては

バリアフリーの未整備など、課題は残されている。 

目  的 
学校内における教育を通じて、子どもたち同士の支え合い、

認め合う教育の実現を図る。 

対  象 学校・園、保護者、地域の市民 

サービスの  
内   容 

どの子どもも豊かな教育をめざし、その実現のための方法を

具体的に検討する。 

２００５

年度 
２００６

年度 

実態を把握し、どの子も共に育つ、豊かな教育をめざす計画

づくり 

２００７

年度 
計画の具体化（実施） 

２００８

年度 
計画の具体化（実施） 

２００９

年度 
計画の具体化（実施） 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 

２０１０

年度 
計画の具体化（実施） 

実施方法 

関係機関と当事者により「共に育つ豊かな教育をめざすワー

キンググループ」を設置し、検討する。 
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事業名８：社会参加の推進事業（新規事業）  

現状と課題 

 長期入所や長期入院をしていたしょうがいしゃが退院後、社

会生活のなかで、日常生活に支障を来たすことが多くある。 

また、しょうがいしゃの意見発表や市民との交流の場も少な

い。より良い社会との関わりが持てる場を確保する必要がある。 

目  的 
社会的活動を通してしょうがいを持つ人が社会生活を営み、

地域で暮らし続けられるような場を広げ、より開放的な社会参

加を推進する。 

対  象 しょうがいを持つ市民 

サービスの  
内   容 

しょうがいしゃが意見を発表したり、市民と交流できる場を

設定し、スムーズに社会的活動に参加できるような体制を作る

ためにワーキンググループを設置する。 

２００５

年度 

２００６

年度 

あり方について検討、ワーキンググループの設置 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 
継 続 

 実施方法 

社会参加推進体制については、ワーキンググループの中で検

討する。 
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事業名９：国立市しょうがいしゃ就労支援事業の創設（新規事業）  

現状と課題 

多くのしょうがいしゃが就労を希望しているが、実際には就

職に向けてのチャレンジの機会や就労トレーニングを提供する

場が非常に少なく、あきらめてしまう人が多い。 
より多くのしょうがいしゃの希望に応えるために、国立市在

住のしょうがいしゃに向けた就労サービスの提供が必要であ

る。 

目  的 
しょうがいしゃの一般就労の機会拡大を図るとともに、しょ

うがいしゃが安心して働き続けられるよう、身近な地域におい

て就労面と生活面の支援を一体的に提供する。 
対  象 国立市に住む就職を希望する在宅のしょうがいしゃ 

サービスの  
内   容 

・しょうがいしゃの就職相談  
・職業準備支援  
・職場開拓 
・職場実習支援  
・定着支援  
・離職時の調整及び離職後の支援   
・アフターケア 

２００５

年度 
２００６

年度 

具体化に向けた検討、実施 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 

２０１０

年度 継 続 

実施方法 

国立市が実施主体となり、市内の社会福祉法人等関係機関と

協議し委託する。国の事業（障害者就業・生活支援センター）

として認められた場合は、国の実施要綱に基づく事業として実

施していく。 
職場開拓、就労支援、国立市の協力のあり方については、引

き続き協議し具体策を検討する。 
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事業名 10：しょうがいしゃが安心して医療を受けられる体制の推進 

（レベルアップ事業） 

現状と課題 

国立市は開業医が多く身近なホームドクターとして受診する

ことが可能である。 

しかし、出入口の段差等により、しょうがいしゃが受診する

際困難を伴い、また、24 時間体制の医療相談窓口がないため、

緊急時の対応に苦慮している。 

目  的 地域における、しょうがいしゃの医療の充実を図る。 

対  象 しょうがいをもつ市民 

サービスの  
内   容 

しょうがいしゃが安心して地域で生活できるよう、医師会との協議の

場を設定し、ワーキンググループを設置する。また、新規医療機関に

ついても生活保護医療機関への申請、要請をする。 

また、出入口の段差解消についても可能な限り要望していく。24 時

間体制の医療相談窓口については、国立市独自では困難であり、検

討事項とする。 

２００５

年度 
２００６

年度 

あり方について検討、しょうがい当事者によるワーキンググ

ループの設置 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 
継 続 

 実施方法 

医師会との協議の場を設定し、ワーキンググループを設置する。 
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事業名 11：しょうがいをもつ人に対応する市職員の研修事業の実施（新規事業）  

現状と課題 
さまざまなしょうがいを持つ人に対して、市職員の対応が十

分に出来るように、研修の充実を図る必要がある。 

目  的 
しょうがいを持つ人に責任ある親身な対応ができるよう、全

職員（有資格者を含む）に対して研修を行う。 

対  象 全職員  

サービスの  
内   容 

市内のいろいろなしょうがいしゃ団体などにも協力を求め、

当事者の話を聞く事や実際に介助の現場を体験するなど、しょ

うがいを持つ人の生活が理解できる体験学習も取り入れた研修

を実施する。 

なお、研修に当たっては「しょうがいしゃがあたりまえに暮

らすまち宣言」を周知徹底する。 
２００５

年度 
２００６

年度 

すべてのしょうがいを持つ人に対応する市職員の研修事業の

計画化と企画の具体化（実施） 

２００７

年度 計画の具体化（実施） 

２００８

年度 継 続 

２００９

年度 継 続 

 
 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 継 続 

実施方法 

各種学習会や研修会・体験学習会の設定と積極的な当事者講

師の派遣。 

年度計画を立てる際は、しょうがい当事者を含むワーキング

グループで検討する。 
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事業名 12：ヘルパーの養成及び育成事業の実施（レベルアップ事業） 

現状と課題 

ヘルパーの中にはしょうがいを持つ人に対して理解が不足し

ている場合が少なくない。人間と人間のつながりや対等な関係

が作れるようにヘルパーの養成が望まれる。 

目  的 

しょうがいを持つ人の意思に沿って生活を支え、当事者の送

りたい人生をサポートする人材の養成、育成が必要。 
対等にコミュニケーションができ、しょうがいを持つ人が、

その人らしい人生を送る事をサポートできる人材を育てること

に取り組む。 

対  象 しょうがいを持つ人に関わるまたは関わろうとする市民 

サービスの  
内   容 

しょうがいを持つ人、一人ひとりのしょうがいや生活に合わ

せて対応していけるヘルパー（ホームヘルパー、ガイドヘルパ

ー、ピアヘルパーなどを含む）を育てる。 
２００５

年度 
２００６

年度 

各種ヘルパーの養成計画の策定と計画の具体化 

２００７

年度 計画の具体化（実施） 

２００８

年度 継 続 

２００９

年度 継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 継 続 

実施方法 

ヘルパー養成については、今後、制度利用に対する需要の拡

大が見込まれるため、介助者の必要性がさらに高まることや、

無資格者の対応も可能とする考え方から、基礎的な研修を行う

ことも検討する。 
あわせてガイドヘルパー、ピアヘルパー養成についても検討

する。また、実務についた後の質的な確保の観点から、フォロ

ーアップ研修も実施していく。その際、しょうがいを持つ人や

団体に協力を求める。 
 
 

国立市福祉部福祉計画課 


