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※ しょうがいの表記
ひょうき

については、法
ほう

・制度
せ い ど

に規定
き て い

されている場合
ば あ い

は「障害
しょうがい

」とし、そ

れ以外
い が い

はひらがなとします。 

※ 年
ねん

の表記
ひょうき

については、西暦年
せいれきねん

で表記
ひょうき

し（かっこ）内
ない

に元号
げんごう

を記載
き さ い

しました。改元後
かいげんご

は

新元号
しんげんごう

に読み替えます
よ  か    

。 
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１．「国立市
くにたちし

しょうがいしゃ計画
けいかく

」の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

 

          【基本
き ほ ん

理念
り ね ん

】          

～しょうがいのある人
ひと

が地域
ち い き

であたりまえに暮
く

らすために 

みんなで協 力
きょうりょく

するまち国立
くにたち

の実現
じつげん

～ 

 

国立市
くにたちし

第
だい

3次
じ

しょうがいしゃ計画
けいかく

においては、上記
じょうき

の実現
じつげん

に向
む

け、以下
い か

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の

細目
さいもく

を掲げます
か か     

。 

 

１．当事者
とうじしゃ

抜
ぬ

きに、当事者
とうじしゃ

のことを決
き

めないということを、全
すべ

ての人
ひと

が共通
きょうつう

認識
にんしき

とし

て持
も

つこと。 

２．しょうがいのある人
ひと

ひとりひとりが基本的
きほんてき

人権
じんけん

を生
う

まれながらにして持
も

っているこ

とを、全
すべ

ての人
ひと

が共通
きょうつう

認識
にんしき

として持
も

つこと。 

３．しょうがいのある人
ひと

の自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしの実現
じつげん

に向
む

けた自己
じ こ

選択
せんたく

・自己
じ こ

決定
けってい

の尊重
そんちょう

   

４．しょうがいのある人
ひと

の安心
あんしん

・安全
あんぜん

な生活
せいかつ

の実現
じつげん
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２．「国立市
くにたちし

しょうがいしゃ計画
けいかく

」の位置
い ち

づけ 

 

国立市
くにたちし

における『障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

』と『障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

』・『障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

』 

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

を根拠
こんきょ

に策定
さくてい

する計画
けいかく

です。主
おも

に、しょうがい福祉
ふ く し

施策
し さ く

推進
すいしん

のための理念
り ね ん

、方向性
ほうこうせい

を定
さだ

めるものです。国
くに

では内閣府
ないかくふ

が障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

を定
さだ

め

ており、都道府県
と ど う ふ け ん

はこれを受
う

けてそれぞれ都道府県
と ど う ふ け ん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

を策定
さくてい

しています。 

また、市町村
しちょうそん

においてはこれらを基本
き ほ ん

として、市町村
しちょうそん

ごとのしょうがいのある人
ひと

の

状 況
じょうきょう

等
とう

を踏
ふ

まえ障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

を定
さだ

めることとされています。 

本計画
ほんけいかく

は、市
し

の基本
き ほ ん

構想
こうそう

・基本
き ほ ん

計画
けいかく

を上位
じょうい

計画
けいかく

として、関連
かんれん

計画
けいかく

との整合性
せいごうせい

をもち、

「国立市
くにたちし

しょうがい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」・「国立市
くにたちし

しょうがい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」との調和
ちょうわ

を保ち
た も  

ながら

策定
さくてい

される計画
けいかく

です。市
し

の基本
き ほ ん

構想
こうそう

・基本
き ほ ん

計画
けいかく

、関連
かんれん

計画
けいかく

とは以下
い か

のとおりとなります。 

 

 

 

※１　第
だ い

８期
き

国立市
く に た ち し

介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じ ぎ ょう

計画
け い かく

と第
だ い

６次
じ

国立市
く に た ち し

高齢者
こ う れい しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
け い かく

を一体
い っ たい

として策定
さ く てい

した計画
け い かく

関連する主な計画

保健福祉関連計画

国
立
市
男
女
平
等
・
男
女
共
同
参
画
推
進
計
画

国
立
市
総
合
防
災
計
画

国
立
市
子
ど
も
総
合
計
画

国
立
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

国
立
市
健
康
増
進
計
画

国
立
市
自
殺
対
策
計
画

国
立
市
地
域
包
括
ケ
ア
計
画

国
立
市
し
ょ
う
が
い
児
福
祉
計
画

国
立
市
し
ょ
う
が
い
福
祉
計
画

国
立
市
し
ょ
う
が
い
し
ゃ
計
画

国立市総合基本計画

第５期基本構想

第２次基本計画

※１

国立市地域福祉計画

国

立

市

社

会

福

祉

協

議

会

「
わ

た

し

た

ち

の

ま

ご

こ

ろ

プ

ラ

ン
」

（
地

域

福

祉

活

動

計

画
）

かんれん けいかくおも

ほけんふくしかんれんけいかく

くにたちしちいきふくしけいかく

だい ききほんこうそう

だい じきほんけいかく

く
に
た
ち
し

こ

そ
う
ご
う
け
い
か
く

く
に
た
ち
し

こ

こ
そ
だ

し
え
ん
じ
ぎ
ょ
う
け
い
か
く

く
に
た
ち
し
だ
ん
じ
ょ
び
ょ
う
ど
う

だ
ん
じ
ょ
き
ょ
う
ど
う
さ
ん
か
く
す
い
し
ん
け
い
か
く

く
に
た
ち
し
そ
う
ご
う
ぼ
う
さ
い
け
い
か
く

く
に
た
ち
し

く
に
た
ち
し

く
に
た
ち
し

け
い
か
く

ふ
く
し
け
い
か
く

じ
ふ
く
し
け
い
か
く

く
に
た
ち
し
ち
い
き
ほ
う
か
つ
け
あ
け
い
か
く

く
に
た
ち
し
け
ん
こ
う
ぞ
う
し
ん
け
い
か
く

く
に
た
ち
し
じ
さ
つ
た
い
さ
く
け
い
か
く

ち
い
き
ふ
く
し
か
つ
ど
う
け
い
か
く

ぷ
ら
ん

く
に
た
ち
し
し
ゃ
か
い
ふ
く
し
き
ょ
う
ぎ
か
い

くにたちしそうごうきほんけいかく
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３．「国立市
くにたちし

しょうがいしゃ計画
けいかく

」の対象
たいしょう

期間
き か ん

 

 

「国立市
くにたちし

しょうがいしゃ計画
けいかく

」の対象
たいしょう

期間
き か ん

は、2024（令和
れ い わ

6）年度
ね ん ど

から 2029（令和
れ い わ

11）年度
ね ん ど

までの 6 か年
ねん

を計画
けいかく

期間
き か ん

とします。また、「国立市
くにたちし

しょうがい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」及び
およ  

「国立市
くにたちし

しょうがい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」については、国
くに

が、2024（令和
れ い わ

6）年度
ね ん ど

から 2026

（令和
れ い わ

8）年度
ね ん ど

までの 3年間
ねんかん

について基本
き ほ ん

指針
し し ん

を示
しめ

していることから、同期間
どうきかん

の目標値
もくひょうち

等
とう

を定
さだ

めています。 

なお、関連
かんれん

する他
ほか

の計画
けいかく

の対象
たいしょう

期間
き か ん

は次
つぎ

のとおりです。 

【関連
かんれん

計画
けいかく

の計画
けいかく

期間
き か ん

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度

(R5）

2024年度

（R6）

2025年度

（R7）

2026年度

（R8）

2027年度

（R9）

2028年度

（R10）

2029年度

（R11）

2030年度

（R12）

2031年度

（R13）

基本構想

基本計画

地域福祉計画

しょうがいしゃ計画

しょうがい福祉計画

しょうがい児福祉計画

高齢者保健福祉計画

介護保険事業計画

自殺対策計画

国立市地域福祉活動計画

（わたしたちのまごころプラン）

健康増進計画

第三次地域福祉計画（2023年度～2028年度）

第3次しょうがいしゃ計画（2024年度～2029年度）

第5期基本構想（2016年度～2027年度）

第1次

第2次基本計画（2020年度～2027年度）

第3次基本計画（2026年度～2029年度）

第6期 第7期 第8期

第2期 第4期第3期

第8期

介護保険事業計画と一体

第9期

介護保険事業計画と一体

第10期

第四次

第1次自殺対策計画（2022年度～2026年度） 第2次自殺対策計画

第6期基本構想

第3期地域福祉活動計画 第4期地域福祉活動計画

第2次健康増進計画 第3次健康増進計画

第4次

第9期

第5期

第11期

介護保険事業計画と一体
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４．「国立市
くにたちし

しょうがいしゃ計画
けいかく

」策定
さくてい

の背景
はいけい

と趣旨
し ゅ し

 

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

では、全
すべ

ての国民
こくみん

が、しょうがいの有無
う む

によって分
わ

け隔てられる
へだ       

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

を実現
じつげん

するため、しょうが

いしゃの自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

等
とう

のための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

すること

と規定
き て い

されています。 

そして、2015（平成
へいせい

27）年
ねん

には、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

づき「国立市
くにたちし

し

ょうがいしゃ計画
けいかく

」を策定
さくてい

、2021（令和
れ い わ

3）年
ねん

には、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の見込量
みこりょう

や

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

を定める
さだ    

「第
だい

6期
き

国立市
くにたちし

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」・「第
だい

2期
き

国立市
くにたちし

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、これまでしょうがいしゃ施策
し さ く

の推進
すいしん

に努
つと

めてきました。 

2011（平成
へいせい

23）年
ねん

には改正
かいせい

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」、「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の

養護者
ようごしゃ

 に対
たい

する支援
し え ん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

）」、2012（平成
へいせい

24）年
ねん

「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

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

）」、2013（平成
へいせい

25）年
ねん

「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

に関する
かん    

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

）」を制定
せいてい

し、我
わ

が国
くに

は 2014（平成
へいせい

26）年
ねん

1月
がつ

、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

および基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

を確保
か く ほ

し、障害者
しょうがいしゃ

の固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

することを

目的
もくてき

とした「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」に批准
ひじゅん

しました。 

条約
じょうやく

批准後
ひじゅんご

、障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の提供
ていきょう

を行政
ぎょうせい

だけでなく、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

にも義務化
ぎ む か

した「改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」（2021（令和
れ い わ

3）年
ねん

）、障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

利用
り よ う

・意思
い し

疎通
そ つ う

に係る
かか  

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

する「障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリテ

ィ・コミュニケーション施策
し さ く

推進法
すいしんほう

」（2022（令和
れ い わ

4）年
ねん

）が制定
せいてい

されるなど障害者
しょうがいしゃ

の

権利
け ん り

および基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

に関する
か ん   

法
ほう

整備
せ い び

が順次
じゅんじ

、進められて
す す      

きました。 

しかしながら、2022（令和
れ い わ

4）年
ねん

8月
がつ

の国連
こくれん

での障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

対日
たいにち

審査
し ん さ

の総括
そうかつ

所見
しょけん

において、施設
し せ つ

からの地域
ち い き

移行
い こ う

が進
すす

んでいない等
とう

の勧告
かんこく

・要請
ようせい

を受
う

け、我
わ

が国
くに

は国際
こくさい

社会
しゃかい

から障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

および基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

に向けた
む    

さらなる取
と

り組み
く  

を求
もと

めら

れています。 
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【図表
ずひょう

】障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の動向
どうこう

（主
おも

な法
ほう

改正
かいせい

・制度
せ い ど

改正
かいせい

等
とう

） 

2015 

（平成
へいせい

27）年
ねん

 

9月
がつ

 
「国立市

くにたちし

誰
だれ

もがあたりまえに暮
く

らすまちにするための『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

』の条例
じょうれい

」《施行
し こ う

》 

しょうがいのある人
ひと

があたりまえに暮
く

らすまちの実現
じつげん

に向けて
む   

、しょうがいのあ

る人
ひと

への合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

や差別的
さべつてき

取
と

り扱い
あつか 

の禁止
き ん し

を規定
き て い

するとともに、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

暮らす
く   

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

とした条例
じょうれい

 

2016 

（平成
へいせい

28）年
ねん

 

４月
がつ

 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

≪施行
し こ う

≫ 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取り扱
と  あつか

いを禁止
き ん し

し、行政
ぎょうせい

等
とう

に合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を求める
も と   

ことにより、障害
しょうがい

による差別
さ べ つ

を解
かい

消
しょう

し、誰
だれ

もが分け隔て
わ  へ だ  

なく共生
きょうせい

する

社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

とした法律
ほうりつ

 

改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

≪施行
し こ う

≫（一部
い ち ぶ

2018（平成
へいせい

30）年
ねん

４月
がつ

施行
し こ う

） 

雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

の義務化
ぎ む か

、

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

を法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の算定
さんてい

基礎
き そ

に追加
つ い か

 

５月
がつ

 
成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進法
そくしんほう

≪施行
し こ 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

について、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、国
くに

の責務
せ き む

等
とう

を明らか
あき    

にした

法律
ほうりつ

 

８月
がつ

 改正
かいせい

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

≪施行
し こ う

≫ 

・基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の新設
しんせつ

、国
くに

および自治体
じ ち た い

の責務
せ き む

を一部
い ち ぶ

追加
つ い か

 

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

の見直し
み な お  

 

・国民
こくみん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

および高等
こうとう

教育
きょういく

機関
き か ん

の責務
せ き む

を一部
い ち ぶ

追加
つ い か

 

2017 

（平成
へいせい

29）年
ねん

 

10 月
がつ

 

住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

に対
たい

する賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の供 給
きょうきゅう

の促進
そくしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

 

（改正
かいせい

住宅
じゅうたく

セーフティネット法
ほう

）≪施行
し こ う

≫ 

・セーフティネット住宅
じゅうたく

の登録
とうろく

制度
せ い ど

、入居
にゅうきょ

支援
し え ん

 

2018 

（平成
へいせい

30）年
ねん

 

４月
がつ

 改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

および改正
かいせい

児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

≪施行
し こ う

≫ 

・新
しん

サービスの創設
そうせつ

「自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」「就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

」「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

」 

・高齢
こうれい

障害者
しょうがいしゃ

の介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスの円滑
えんかつ

な利用
り よ う

 

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の策定
さくてい

義務
ぎ む

 

・医療的
いりょうてき

ケアを要
よう

する障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

（2016（平成
へいせい

28）年
ねん

６月
がつ

施行
し こ う

） 
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６月
がつ

 
障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

推進法
すいしんほう

≪施行
し こ う

≫ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

を鑑賞
かんしょう

・参加
さ ん か

・創造
そうぞう

できるように環境
かんきょう

整備
せ い び

や支援
し え ん

を

促進
そくしん

することを目的
もくてき

とした法律
ほうりつ

 

10 月
がつ

 
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

に関する
かん    

条例
じょうれい

≪施行
し こ 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

に関し
か ん  

、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、東京都
とうきょうと

、都民
と み ん

お

よび事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を明らか
あき    

にした条例
じょうれい

 

11 月
がつ

 
改正
かいせい

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

 

（改正
かいせい

バリアフリー法
ほう

）≪施行
し こ う

≫ 

・共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

や社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除
じょ

去
きょ

について明確化
めいかくか

 

2019 

（平成
へいせい

31）年
ねん

 

４月
がつ

 
改正
かいせい

バリアフリー法
ほう

≪施行
し こ う

≫ 

・公共
こうきょう

交通事
こうつうじ

業者
ぎょうしゃ

等
など

によるハード・ソフト一体的
いったいてき

な取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

 ６月
がつ

 

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等
など

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

 

（読書
どくしょ

バリアフリー法
ほう

）≪施行
し こ う

≫ 

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、全
すべ

ての国民
こくみん

が等
ひと

しく読書
どくしょ

を通
つう

じて文字
も じ

・活字
か つ じ

文化
ぶ ん か

の

恩恵
おんけい

を受けられる
う    

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目的
もくてき

とした法律
ほうりつ

 

2020 

（令和
れ い わ

２）年
ねん

 

４月
がつ

 
改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

≪施行
し こ う

≫（一部
い ち ぶ

2019（令和元
れいわがん

）年
ねん

施行
し こ う

）  

・公的
こうてき

機関
き か ん

による障害者
しょうがいしゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

計画
けいかく

の作成
さくせい

、公表
こうひょう

の義務化
ぎ む か

 

・障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

算定
さんてい

対象
たいしょう

の障害者
しょうがいしゃ

の確認
かくにん

に関
かん

する書類
しょるい

の保存
ほ ぞ ん

義務
ぎ む

 

・短時間
たんじかん

であれば就労
しゅうろう

可能
か の う

な障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

機会
き か い

の確保
か く ほ

 

・中
ちゅう

小企業
しょうきぎょう

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の推進
すいしん

 

 ６月
がつ

 
改正
かいせい

バリアフリー法
ほう

≪施行
し こ う

≫ 

・市町村
しちょうそん

等
とう

による「心
こころ

のバリアフリー」の推進
すいしん

 

 12 月
がつ

 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

による電話
で ん わ

の利用
り よ う

の円滑化
えんかつか

に関
かん

する法律
ほうりつ

≪施行
し こ う

≫   

 国
くに

等
など

の責務
せ き む

および基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の策定
さくてい

について定
さだ

め、公共
こうきょう

インフラとしての「電話
で ん わ

リ

レーサービス」を制度化
せ い ど か

し、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
など

による電話
で ん わ

の利用
り よ う

の円滑化
えんかつか

を図る
は か  

こ

とを目的
もくてき

とした法律
ほうりつ
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2021 

（令和
れ い わ

3）年
ねん

 

9月
がつ

 
医療的
いりょうてき

ケア児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

≪施行
し こ う

≫ 

国
くに

や地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

が医療的
いりょうてき

ケア児
じ

とその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

に責務
せ き む

を負
お

うことを初
はじ

め

て明文化
めいぶんか

した法律
ほうりつ

 

2022 

（令和
れ い わ

4）年
ねん

 

5月
がつ

 

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニケーション施策
し さ く

推進法
すいしんほう

≪施行
し こ う

≫ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

利用
り よ う

・意思
い し

疎通
そ つ う

に係る
か か  

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

し、

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資する
し   

ことを目的
もくてき

とした法律
ほうりつ

 

 8月
がつ

 
障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の対日
たいにち

審査
し ん さ

≪実施
じ っ し

≫ 

国連
こくれん

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

委員会
いいんかい

による条約
じょうやく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の審査
し ん さ

が行
おこな

われ、９月
がつ

に総括
そうかつ

所見
しょけん

が公表
こうひょう

された 

 9月
がつ

 
東京都
とうきょうと

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

≪施行
し こ う

≫ 

手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする人
ひと

の意思
い し

疎通
そ つ う

を行う
おこな  

権利
け ん り

が尊重
そんちょう

され、安心
あんしん

して生活
せいかつ

すること

ができる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目的
もくてき

とした条例
じょうれい

 

 12 月
がつ

 
障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

など８法
ほう

一括
いっかつ

改正法
かいせいほう

≪制定
せいてい

≫ 

（一部
い ち ぶ

を除き
の ぞ  

2024（令和
れ い わ

６）年
ねん

４月
がつ

施行
し こ う

） 

・障害
しょうがい

のある人
ひと

の住まい
す   

や働
はたら

き方
かた

の幅
はば

を広げる
ひろ    

ことが柱
はしら

 

・新
しん

サービスの創設
そうせつ

「就労
しゅうろう

選択
せんたく

支援
し え ん

」 

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の希望
き ぼ う

やニーズに応
おう

じた支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

：「入院者
にゅういんしゃ

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」

「精神科
せいしんか

病院
びょういん

における虐待
ぎゃくたい

通報
つうほう

制度
せ い ど

」の創設
そうせつ

 

2023 

（令和
れ い わ

5）年
ねん

 

3月
がつ

 
第
だい

５次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

≪策定
さくてい

≫ 

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に関
かん

する国
くに

の基本
き ほ ん

計画
けいかく

。計画
けいかく

期間
き か ん

は、2023（令和
れ い わ

５） 年度
ね ん ど

から 2027

（令和
れ い わ

９）年度
ね ん ど

までの５年間
ねんかん

 

 4月
がつ

 
こども家庭庁

かていちょう

≪新設
しんせつ

≫ 

障害児
しょうがいじ

に関
かん

する事業
じぎょう

所管
しょかん

が、従来
じゅうらい

の厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

等
とう

から移管
い か ん

 

 9月
がつ

 
国立市
くにたちし

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

《施行
し こ う

》 

手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする市民
し み ん

が、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

を使用
し よ う

しやすい環境
かんきょう

を構築
こうちく

し、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

する地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目的
もくてき

とした条例
じょうれい
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５．計画
けいかく

におけるＳＤＧｓの取組
とりくみ

 

 

SDGｓ（Sustainable Development Goals:持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

）とは、2015 

（平成
へいせい

27）年
ねん

の国連
こくれん

サミットで採択
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」において掲
かか

げられている 2030（令和
れ い わ

12）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 のターゲットです。 

発展
はってん

途上
とじょう

国向
こ く む

けの開発
かいはつ

目標
もくひょう

である「MDGｓ（ミレニアム開発
かいはつ

目標
もくひょう

）」の後継
こうけい

とし 

て採択
さいたく

され、発展
はってん

途上
とじょう

国
こく

のみならず、先進国
せんしんこく

を含
ふく

む国際
こくさい

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

の開発
かいはつ

目標
もくひょう

です。地球
ちきゅう

上
じょう

の「誰
だれ

一人
ひ と り

として取
と

り残さ
の こ  

ない」社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し、経済
けいざい

・社会
しゃかい

・環境
かんきょう

をめぐる

広範囲
こうはんい

な課題
か だ い

に対する
たい    

総合的
そうごうてき

な取組
とりくみ

が示
しめ

されています。 

国立市
くにたちし

においては、国立市
くにたちし

総合
そうごう

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の中
なか

で、基本
き ほ ん

構想
こうそう

に掲
かか

げた 9 つの施策
し さ く

ごと 

に SDGs の 17 のゴールと関連
かんれん

づけ、施策
し さ く

の展開
てんかい

に取
と

り組んで
く   

います。本計画
ほんけいかく

にお 

いて、SDGs 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 すべての人
ひと

に健康
けんこう

 

と福祉
ふ く し

を」、「4 質
しつ

の高い
た か  

教育
きょういく

をみんなに」、「８ 働きがい
はたら         

も経済
けいざい

成長
せいちょう

も」、 

「10 人
ひと

や国
くに

の不平等
ふびょうどう

をなくそう」、「11 住
す

み続けら
つ づ   

れるまちづくりを」、「16  

平和
へ い わ

と公
こう

正
せい

をすべての人
ひと

に」です。 
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６．国立市
くにたちし

におけるしょうがいのある人
ひと

に関する
か ん   

統計
とうけい

データ等
とう

 

 

『障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

』は、市町村
しちょうそん

ごとのしょうがいのある人
ひと

の状 況
じょうきょう

等
とう

を踏まえて
ふ   

定
さだ

め

ることとされています。国立市
くにたちし

におけるしょうがいのある人
ひと

に関する
かん    

統計
とうけい

データは次
つぎ

のとおりとなっています。 

 

（１）人口
じんこう

の現状
げんじょう

と推移
す い い

（各年
かくねん

1月
がつ

1日
にち

時点
じ て ん

） 

国立市
くにたちし

の総人口
そうじんこう

は、2021（令和
れ い わ

3）年
ねん

の 76,371人
にん

から、2023（令和
れ い わ

5）年
ねん

の

76,168人
にん

と 3年間
ねんかん

で 203人
にん

（0.3％）の減少
げんしょう

となっております。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、2021（令和
れ い わ

3）年
ねん

に比べ
く ら  

、2023（令和
れ い わ

5）年
ねん

では

218人
にん

（1.2％）の増加
ぞ う か

となっています。 

単位：人 

項目 2021（令和 3）年 2022（令和 4）年 2023（令和５）年 

18 歳未満 １０,４８４ １０,３６７ １０,３２９ 

18～64 歳 ４７,８７９ ４７,７４２ ４７,６１３ 

65 歳以上 １８,００８ １８,２０８ １８,２２６ 

合計 ７６,３７１ ７６,３１７ ７６，１６８ 

 

 

10,484 10,367 10,329 

47,879 47,742 47,613 

18,008 18,208 18,226 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2021 2022 2023

年代別の人口構成比

１８歳未満 １８～６４歳 ６５歳以上

（年度）

（％）
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（2）しょうがいのある人
ひと

の状 況
じょうきょう

 

① 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に関
かん

する推移
す い い

等
とう

 

ア 国立市
くにたちし

における身体
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

。満
まん

18歳
さい

未満
み ま ん

を含む
ふ く  

総数
そうすう

。） 

 
 

《国立市
くにたちし

の 2023（令和
れ い わ

5）年度
ね ん ど

における 1～6 級
きゅう

の人
ひと

の構成比
こうせいひ

》

 

675 684 683 692 681 682 695 682 654 645

300 299 297 297 292 285 291 296 297 310

319 320 311 296 302 325 328 328 331 319

480 471 465 471 481 472 484 486 493 481

83 89 84 84 81 83 83 81 87 83

95 93 99 98 100 93 91 94 97 98

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

（人）

1級 2級 3級 4級 5級 6級

1952 1956 1939 1938 1937 1940 1972 1967 1959 1936

（年度）

1級

33%

2級

16%

3級

17%

4級

25%

5級

4%

6級

5%
国立市
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イ 国立市
くにたちし

における身体
しんたい

障害
しょうがい

の種類
しゅるい

の状 況
じょうきょう

 

（2023（令和
れ い わ

5）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

 

障害
しょうがい

の種類
しゅるい

 65歳
さい

未満
み ま ん

 65歳
さい

以上
いじょう

 合
ごう

 計
けい

 

総数
そうすう

 667 1,269 1,936 

視覚
し か く

障害
しょうがい

 51 79 130 

聴覚
ちょうかく

・言語
げ ん ご

障害
しょうがい

 87 158 245 

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

 340 558 898 

内部
な い ぶ

障害
しょうがい

 189 474 663 

 

《国立市
くにたちし

の身体
しんたい

障害
しょうがい

の種類
しゅるい

の構成比
こうせいひ

》 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚

7%

聴覚・言語

13%

肢体不自由

46%

内部

34%

国立市

《ポイント》 

 くにたちしでは、だいたい 1,900人
にん

の人
ひと

が、体
からだ

にしょうがいがある。 

 目
め

の見えにくい
み    

人
ひと

が 100人
にん

くらい。 

 耳
みみ

の聞こえにくい
き     

人
ひと

が 200人
にん

くらい。 

 体
からだ

に不自由
ふ じ ゆ う

がある人
ひと

が９00 人
     にん

くらい。 

 体
からだ

の内部
な い ぶ

にしょうがいのある人
ひと

が 700人
にん

くらい。 
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② 愛
あい

の手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に関する
か ん   

推移
す い い

等
とう

 

ア 国立市
くにたちし

における愛
あい

の手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

推移
す い い

 

 

イ 国立市
くにたちし

における愛
あい

の手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の状 況
じょうきょう

 

             （2023（令和
れ い わ

5）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

 

  総数 
最重度 
（1 度） 

重度 
（2 度） 

中度 
（3 度） 

軽度 
（４度） 

総数 678 26 220 134 298 

知的障害児 
（18 歳未満） 

136 2 30 24 80 

知的障害者 
（18 歳以上） 

542 24 190 110 218 

 

 

《国立市
くにたちし

の知的
ち て き

障害
しょうがい

の階層
かいそう

の構成比
こうせいひ

》 

 

119 114 124 110 111 117 126 131 133 136

374 390 396 407 414
462

490 511 532 542

0

100

200

300

400

500

600

700

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

（人）

18歳未満 18歳以上

493

（年度）

最重度

4%

重度

32%

中度

20%

軽度

44%

国立市

《ポイント》 

 くにたちしでは、だいたい

700人
にん

の人
ひと

に、知的
ち て き

のしょう

がいがある。 

  

504 520 517 525 
579 

616 642 665 678 
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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
しょじしゃ

に関する
かん    

状 況
じょうきょう

 

ア 国立市
くにたちし

における精神
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

の所持者数
しょじしゃすう

  

（2023（令和
れ い わ

5）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

 

総数
そうすう

 1級
きゅう

 2級
きゅう

 3級
きゅう

 

1,035 60 530 445 

 

《国立市
くにたちし

の精神
せいしん

障害
しょうがい

の等級
とうきゅう

の構成比
こうせいひ

》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ポイント》 

 くにたちしでは、だいたい

1,000人
にん

の人
ひと

に、精神
せいしん

のし

ょうがいがある。 

１級

6%

２級

51%

３級

43%

国立市
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（３）難病
なんびょう

患者
かんじゃ

に関する
か ん   

推移
す い い

等
とう

 

ア 国立市
くにたちし

における特殊
とくしゅ

疾病者
しっぺいしゃ

等
とう

福祉
ふ く し

手当
て あ て

受給者数
じゅきゅうしゃすう

 

 

 

イ 国立市
くにたちし

における難病
なんびょう

医療
いりょう

等
とう

受付件数
うけつけけんすう

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

730 783 816 818 771 783 822 848 878 914

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

（人）

受給者数
（年度）

137 86 95 106 104 106 59 102 113 117

950
1158 1063

1180
1047 985

455

1230 1224 1227

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

（件）

小児慢性医療 難病

1087

（年度）

1244 
1158 

1286 

 1151 

 
1091 

 

514 

 

《ポイント》 

 くにたちしでは、900人
にん

くらいの人
ひと

が

治りにくい
な お      

病気
びょうき

にかかっている。 

1332 

 
1337 

 
1344 
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（４）国立市
くにたちし

における障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

 

① 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス別
べつ

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

（2022（令和
れ い わ

4）年度
ね ん ど

） 

ア 介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

              

（※）「重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
しゃ

包括
ほうかつ

支援
し え ん

」は給付
きゅうふ

なし。 

 居宅
きょたく

介護
か い ご

 
重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 
行動
こうどう

援護
え ん ご

 同行
どうこう

援護
え ん ご

 療養
りょうよう

介護
か い ご

 生活
せいかつ

介護
か い ご

 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

 

実
じつ

人員
じんいん

 

（人
にん

） 
228 70 71 28 23 209 53 62 

件数
けんすう

 

（延べ件数
の    けんすう

） 
2,724 2,813 1,013 291 271 2,386 355 709 

支給量
しきゅうりょう

 
37,025 308,411 20,041 3,829 8,203 43,542 2,062 21,353 

時間
じ か ん

 時間
じ か ん

 時間
じ か ん

 時間
じ か ん

 時間
じ か ん

 時間
じ か ん

 日
にち

 日
にち

 

金額
きんがく

 

（千円
せんえん

） 
151,546 931,698 89,463 12,260 69,844 586,931 28,506 124,732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,724 2,813

1,013 

291 271

2,386

355

709

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

（件）
介護給付の状況（延べ件数）

228

70 71

28 23

209

53 62

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240

（人）

介護給付の状況（実人員）
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イ 訓練
くんれん

等
とう

給付費
きゅうふひ

 

 共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

宿泊
しゅくはく

・

機能
き の う

・生活
せいかつ

 

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 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ 
計画
けいかく

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

 

実
じつ

人員
じんいん

 

（人
にん

） 
149 30 57 9 192 516 1 1 

件数
けんすう

 

（延
の

べ

件数
けんすう

） 

1,591 239 352 88 1,935 1,388 10 3 

支給量
しきゅうりょう

 
43,466

日
にち

 
2,819日

にち

 5,511日
にち

 1,492日
にち

 27,919日
にち

 1,410件
けん

 10件
けん

 4件
けん

 

金額
きんがく

 

（千円
せんえん

） 

431,84

7 
28,776 61,329 12,506 209,531 23,947 256 11 

※「就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

（養成
ようせい

施設
し せ つ

）」は給付
きゅうふ

なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,591 

239 
352 

88 

1,935 

1,388 

10 3 
0

200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
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1,800
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2,200

（件） 訓練給付の状況（延べ件数）
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② 国立
くにたち

市内
し な い

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

事業所数
じぎょうしょすう

（20２４（令和
れ い わ

6）年
ねん

7月
がつ

時点
じ て ん

） 

事
じ

  業
ぎょう

  種
しゅ

  別
べつ

 
事業
じぎょう

 

所数
しょすう

 

基準
きじゅん

該当
がいとう

事業所数
じぎょうしょすう

（※） 

訪問
ほうもん

系
けい

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 31 ６ 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 31 ７ 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 10 ２ 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 8  

日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 ４  

多機能型
た き の う が た

事業所
じぎょうしょ

（生活
せいかつ

介護
か い ご

） 3  

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（生活
せいかつ

介護
か い ご

） 3  

多機能型
た き の う が た

事業所
じぎょうしょ

・自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 3  

就労
しゅうろう

支援
し え ん

 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 ２  

 

多機能型
た き の う が た

事業所
じぎょうしょ

（就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

・一般型
いっぱんがた

） 2  

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

 2  

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

 4  

多機能型
た き の う が た

事業所
じぎょうしょ

（就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

B型
がた

） 4  

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 7  

居住
きょじゅう

系
けい

 
共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 28  

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 2  

計画
けいかく

相談
そうだん

 
一般
いっぱん

相談
そうだん

支援
し え ん

 3  

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

 12  

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 7  

福祉型
ふくしがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

 1  

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 8  

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 15  

保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 １  

※複数
ふくすう

の事業
じぎょう

を実施
じ っ し

している場合
ば あ い

あり。 

※基準
きじゅん

該当
がいとう

事業所
じぎょうしょ

：市
し

に登録
とうろく

することにより、東京
とうきょう

都
と

から障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

として指定
し て い

をうけなくても障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

ができる事業所
じぎょうしょ

のこと。 
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７．「国立市
くにたちし

しょうがいしゃ計画
けいかく

」等
とう

策定
さくてい

に係る
か か  

実態
じったい

調査
ちょうさ

の概要
がいよう

 

 

しょうがいしゃ計画
けいかく

策定
さくてい

の基礎
き そ

資料
しりょう

とするため、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

等
など

を対象
たいしょう

とし

て、実態
じったい

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。調査
ちょうさ

の概要
がいよう

は以下
い か

のとおりです。 

 

（１）調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

 

1,500人
にん

（障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

する方
かた

等
など

、約
やく

3,500人
にん

から無作為
む さ く い

抽 出
ちゅうしゅつ

） 

（２）調査
ちょうさ

方法
ほうほう

 

対象者
たいしょうしゃ

の現住所地
げんじゅうしょち

に調査票
ちょうさひょう

を郵送
ゆうそう

、回答
かいとう

を記入
きにゅう

した調査票
ちょうさひょう

の返送
へんそう

を依頼
い ら い

 

（３）調査
ちょうさ

期間
き か ん

  

2023（令和
れ い わ

5）年
ねん

9月
がつ

21日
にち

から2023（令和
れ い わ

5）年
ねん

10月
がつ

31日
にち

 

（４）回答
かいとう

状 況
じょうきょう

  

   回収数
かいしゅうすう

 774件
けん

 （有効
ゆうこう

回収率
かいしゅうりつ

 51.6％ ） 

（５）回答
かいとう

の概要
がいよう

 

■774人
にん

のうち、本人
ほんにん

からの回答
かいとう

が 62.3％であった。 

■年齢
ねんれい

は、「80歳代
さいだい

以上
いじょう

」が 23.5％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「70歳代
さいだい

」（20.8％）、

「60歳代
さいだい

」（12.8％）、「19歳
さい

以下
い か

」（12.5％）であった。 

■性別
せいべつ

は、「男性
だんせい

」が 51.3％、「女性
じょせい

」が 46.3％であった。 

■職 業
しょくぎょう

は、「無職
むしょく

」が 53.9％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「会
かい

社員
しゃいん

」（11.9％）、「そ

の他
た

」（10.9％）であった。 

■居住
きょじゅう

年数
ねんすう

は、「30年
ねん

以上
いじょう

」が46.1％で最
もっと

も多く
おお   

、次
つ

いで「10年
ねん

以上
いじょう

～

20年
ねん

未満
み ま ん

」（15.8％）、「20年
ねん

以上
いじょう

～30年
ねん

未満
み ま ん

」（15.4％）であった。 

■住居
じゅうきょ

形態
けいたい

は、「持ち家
も    いえ

（戸建
こ だ

て）」が 43.5％で最
もっと

も多く
おお   

、次
つ

いで「持ち家
も    いえ

 

（分譲
ぶんじょう

マンションなど集合
しゅうごう

住宅
じゅうたく

）」（15.5％）、「民間
みんかん

の賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

」（15.2％）

であった。 

■同居
どうきょ

家族
か ぞ く

については、「いる」が 74.4％で、「いない」が 22.0％であった。 
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■回答者
かいとうしゃ

のしょうがいの状 況
じょうきょう

は、「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

」が 61.5％で最
もっと

も多く
おお   

、

次
つ

いで「愛
あい

の手帳
てちょう

」（15.5％）、「難病
なんびょう

がある」（12.8％）であった。 

■しょうがい福祉
ふ く し

のサービスの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

は、「利用
り よ う

していない」が 49.6％、

「利用
り よ う

している」が 42.9％であった。 

■利用
り よ う

しているしょうがい福祉
ふ く し

のサービスは、「福祉
ふ く し

タクシー券
         け ん

事業
じぎょう

」が

24.9％で最
もっと

も多く
おお   

、次
つ

いで「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス」（14.9％）、「計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

」（12.7％）であった。 

■今後
こ ん ご

利用
り よ う

したいしょうがい福祉
ふ く し

サービスは、「福祉
ふ く し

タクシー券
         け ん

事業
じぎょう

」が

27.2％で最
もっと

も多く
おお   

、次
つ

いで「相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」（18.0％）、「生活
せいかつ

介護
か い ご

」（17.6％）

であった。 

■暮
く

らしている地域
ち い き

には、医療
いりょう

機関
き か ん

が充実
じゅうじつ

しているかについては、「非常
ひじょう

に

あてはまる」と「ある程度
て い ど

あてはまる」を合
あ

わせた『あてはまる』は60.9％

となっている。  

■暮
く

らしている地域
ち い き

では、日常
にちじょう

の買い物
か   も の

に不便
ふ べ ん

があるかについては、「非常
ひじょう

に

あてはまる」と「ある程度
て い ど

あてはまる」を合
あ

わせた『あてはまる』は22.6％

となっている。  

■暮
く

らしている地域
ち い き

では、 飲食
いんしょく

を楽しめる
た の       

場所
ば し ょ

が充実
じゅうじつ

しているかについて

は、「非常
ひじょう

にあてはまる」と「ある程度
て い ど

あてはまる」を合
あ

わせた『あてはま

る』は37.7％となっている。  

■暮
く

らしている地域
ち い き

では、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

で好き
す  

な時
とき

に好
す

きなところへ移動
い ど う

で

きるかについて、「非常
ひじょう

にあてはまる」と「ある程度
て い ど

あてはまる」を合
あ

わせ

た『あてはまる』は57.6％となっている。  

■暮
く

らしている地域
ち い き

には、楽
たの

しい時間
じ か ん

を過
す

ごせる娯楽
ご ら く

施設
し せ つ

があるかについて、

「非常
ひじょう

にあてはまる」と「ある程度
て い ど

あてはまる」を合
あ

わせた『あてはまる』

は16.9％となっている。 
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■身近
み ぢ か

な周り
まわ   

の人
ひと

も楽しい
た の     

気持
き も

ちでいると思
おも

うかについては、「非常
ひじょう

にあては

まる」と「ある程度
て い ど

あてはまる」を合
あ

わせた『あてはまる』は33.0％とな

っている。 

■住
す

んでいるところには、心地
こ こ ち

よい場所
ば し ょ

があるかについては、「非常
ひじょう

にあては

まる」と「ある程度
て い ど

あてはまる」を合
あ

わせた『あてはまる』は46.6％とな

っている。  

■暮
く

らしている地域
ち い き

は、防犯
ぼうはん

対策
たいさく

が整
ととの

っており治安
ち あ ん

がよいと思
おも

うかについて

は、「非常
ひじょう

にあてはまる」と「ある程度
て い ど

あてはまる」を合
あ

わせた『あてはま

る』は45.3％となっている。  

■現在
げんざい

の幸福度
こうふくど

については、「とても幸
しあわ

せを」10点
てん

とした場合
ば あ い

に、５点
てん

（20.3％）が最
もっと

も高く
たか   

、８点
てん

が19.6％、７点
てん

が12.5％の順
じゅん

となってい

る。  

■幸福度
こうふくど

を考える
かんが     

際
さい

に重視
じゅうし

したことについては、「健康
けんこう

状 況
じょうきょう

」（65.8％）

が最
もっと

も高く
たか   

、次
つ

いで、「家計
か け い

の状 況
じょうきょう

」（所得
しょとく

・消費
しょうひ

）（49.4％）、「家族
か ぞ く

関係
かんけい

」（46.8％）であった。 

■生活
せいかつ

している地域
ち い き

の暮らし
く   

の満足度
まんぞくど

は、「とても満足
まんぞく

」を10点
てん

とした場合
ば あ い

、

５点
てん

（22.4％）が最
もっと

も高く
たか   

、８点
てん

（19.0％）、７点
てん

（17.7％）と続
つづ

いて

いる。  

■今後
こ ん ご

どのように暮
く

らしたいかについては、「家族
か ぞ く

・親族
しんぞく

と一緒
いっしょ

に暮らしたい
く     

」

（52.3％）が最
もっと

も高く
たか   

、「わからない」が18.6％、「ひとりで暮
く

らした

い」が14.7％で続
つづ

いている。  

■災害
さいがい

時
じ

の対策
たいさく

については、「食 料
しょくりょう

や水
みず

などの防災
ぼうさい

用品
ようひん

を用意
よ う い

している」

（45.1％）が最
もっと

も高く
たか   

、「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

を確認
かくにん

している」（44.2％）、「家具
か ぐ

に

転倒
てんとう

防止
ぼ う し

の対策
たいさく

をしている」（26.9％）と続
つづ

いている。 

■現在
げんざい

の就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

については、「働
はたら

いていない」（57.6％）が最
もっと

も高く
たか   

、

「正規
せ い き

の職員
しょくいん

・従 業 員
じゅうぎょういん

として働
はたら

いている」が12.4％、「以前
い ぜ ん

働
はたら

いてい

たが、現在
げんざい

は働いて
はたら     

いない」11.1％と続
つづ

いている。 
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■最近
さいきん

１か月
げつ

の間
あいだ

に働いた
はたら    

日数
にっすう

については、「16～20日
にち

」が42.3％で最
もっと

も

多く
おお   

、「21日
にち

以上
いじょう

」（25.9％）、「11～16日
にち

」（10.0％）と続
つづ

いてる。 

■最近
さいきん

１か月
げつ

の間
あいだ

に働いた
はたら     

１日
にち

当
あ

たりの就 業
しゅうぎょう

時間
じ か ん

については、「７時間
じ か ん

以上
いじょう

、

8時間
じ か ん

未満
み ま ん

」と「８時間
じ か ん

以上
いじょう

」を合
あ

わせた『７時間
じ か ん

以上
いじょう

』が50.9％で最
もっと

も

多く
おお   

、次
つ

いで「６時間
じ か ん

以上
いじょう

、７時間
じ か ん

未満
み ま ん

」（14.5％）、「５時間
じ か ん

以上
いじょう

、６時間
じ か ん

未満
み ま ん

」（10.5％）の順
じゅん

となっている。  

■働
はたら

くために必要
ひつよう

なことについては、「心身
しんしん

の健康
けんこう

状態
じょうたい

の維持
い じ

、向上
こうじょう

」

（82.3％）が最
もっと

も高く
たか   

、「自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

の意欲
い よ く

」が54.1％、「体調
たいちょう

を考慮
こうりょ

し

た勤務
き ん む

時間
じ か ん

、休憩
きゅうけい

、休暇
きゅうか

などへの配慮
はいりょ

」が43.2％で続
つづ

いている。 

■現在
げんざい

働
はたら

いていない方
かた

が、今後
こ ん ご

働
はたら

きたいと思
おも

っているかについては、「いい

え」が63.3％、「はい」が25.2％であった。  

■現在
げんざい

働
はたら

いていない理由
り ゆ う

については、「高齢
こうれい

のため」（42.7％）が最
もっと

も高く
たか   

、

「しょうがいや病気
びょうき

などのため」が39.8％、「体力的
たいりょくてき

に不安
ふ あ ん

があるため」

が21.4％で続
つづ

いている。 

■現在
げんざい

通園
つうえん

・通学
つうがく

をしているかについては、「していない」が74％、「して

いる」が14.5％であった。  

■通園
つうえん

・通学
つうがく

をするうえで困
こま

っていることについては、「特
とく

にない」（62.5％）

が最
もっと

も高く
たか   

、「通園
つうえん

・就学先
しゅうがくさき

が遠
とお

い」（20.5％）、「通園
つうえん

・通学
つうがく

の付き添い
つ  そ  

の

確保
か く ほ

が難しい
むずか    

」（11.6％）と続
つづ

いている。 

■国立市
くにたちし

でフルインクルーシブ教育
きょういく

を進める
す す    

ために必要
ひつよう

なことについては、

「バリアフリー等
とう

の環境
かんきょう

整備
せ い び

」（32.7％）が最
もっと

も高く
た か  

、「補助員
ほじょいん

等
など

支援
し え ん

ス

タッフの増員
ぞういん

」（27.3％）、「地域
ち い き

の理解
り か い

」（25.8％）と続
つづ

いている。 

■この1年間
ねんかん

に参加
さ ん か

した余暇
よ か

活動
かつどう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

については、「活動
かつどう

していない」

（37.6％）が最
もっと

も高く
たか   

、「コンサート、映画
え い が

、スポーツなどの鑑賞
かんしょう

」が

33.5％、「スポーツやレジャーなどへの参加
さ ん か

」が20.8％と続
つづ

いている。 
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■余暇
よ か

活動
かつどう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

をするうえで、特
とく

に妨げ
さまた   

になっていることについては、

「特
とく

にない」（34.9％）が最
もっと

も高く
たか   

、「電車
でんしゃ

やバスなどを使って
つ か    

の移動
い ど う

が

しづらい」が16.1％、「経済的
けいざいてき

に余裕
よ ゆ う

がない」が14.1％と続
つづ

いている。 

■地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らしていくために重要
じゅうよう

な事
こと

については、「しょうがいや

病気
びょうき

に対する理解
り か い

の促進
そくしん

」（34.9％）が最
もっと

も高く
た か  

、「経済的
けいざいてき

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

」

が28.4％、「医療
いりょう

やリハビリテーションの充実
じゅうじつ

」が25.3％と続
つづ

いている。 

■暮
く

らしている地域
ち い き

には、困
こま

ったときに相談
そうだん

できる人
ひと

が身近
み ぢ か

にいるかについて

は、「非常
ひじょう

にあてはまる」と「ある程度
て い ど

あてはまる」を合
あ

わせた『あてはま

る』が41.3％であった。 

■暮
く

らしている地域
ち い き

には、どんな人
ひと

の意見
い け ん

でも受
う

け入
い

れる雰囲気
ふ ん い き

があるかにつ

いては、「全
まった

くあてはまらない」と「あまりあてはまらない」を合
あ

わせた

『あてはまらない』が24.8％、「非常
ひじょう

にあてはまる」と「ある程度
て い ど

あては

まる」を合
あ

わせた『あてはまる』が20.5％であった。 

■福祉
ふ く し

関連
かんれん

の情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

方法
ほうほう

については、「東京都
とうきょうと

や国立市
くにたちし

の広報紙
こうほうし

」

（64.9％）が最
もっと

も高く
た か  

、「インターネット・SNS」（26.5％）、「テレ

ビ・ラジオ・新聞
しんぶん

」（21.3％）と続
つづ

いている。 

■国立市
くにたちし

から生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を集
あつ

めようとするときに困
こま

ることについては、 

「特
とく

に困る
こ ま  

ことはない」（58.4％）が最
もっと

も高く
た か  

、「パソコンや携帯
けいたい

電話
で ん わ

な

どの情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

機器
き き

を使
つか

うことができない」（17.4％）、「広報
こうほう

などの内容
ないよう

を理解
り か い

できない」（10.5％）と続
つづ

いている。 

■国立市
くにたちし

以外
い が い

から生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を集めよう
あ つ     

とするときに困
こま

ることについ

ては、「特
とく

に困
こま

ることはない」（58.9％）が最
もっと

も高く
た か  

、「パソコンや携帯
けいたい

電話
で ん わ

などの情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

機器
き き

を使
つか

うことができない」（18.5％）、「支援者
しえんしゃ

が近く
ちか   

にいない」（9.3％）と続
つづ

いている。 

■過去
か こ

1年間
ねんかん

にしょうがいや病気
びょうき

を理由
り ゆ う

に不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

を受
う

けたと感
かん

じたことは

あるかについては、「ない」が82.4％であった。 
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■どのような時
とき

に差別
さ べ つ

を受
う

けたと感
かん

じるかについては、「公共
こうきょう

施設
し せ つ

や交
こう

通
つう

機関
き か ん

を利用
り よ う

する時
とき

」（35.8％）が最
もっと

も高く
た か  

、「情報
じょうほう

を得たい
え   

とき、コミュニケ

ーションをとりたいとき」（26.3％）、「働
はたら

きたいとき、働
はたら

いているとき」

（22.1％）と続
つづ

いている。 

■差別
さ べ つ

を受けた
う   

時
とき

に相談
そうだん

をしたことがあるかについては、「ない」が 65.8％で

あった。 

■差別
さ べ つ

を受けた
う   

ときにどこに相談
そうだん

したかについては、「家族
か ぞ く

」（61.6％）で最
もっと

も高く
たか   

、「友人
ゆうじん

」（27.4％）、「その他
た

」（26.0％）、国立市
くにたちし

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

（19.2％）

と続
つづ

いている。 
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８．施策
し さ く

の体系
たいけい

 

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

しょうがいのある人
ひと

が地域
ち い き

であたりまえに暮
く

らすためにみんなで 

協 力
きょうりょく

するまち国立
くにたち

の実現
じつげん

 

 

[基本
き ほ ん

方針
ほうしん

１] 

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

（１）差別
さ べ つ

、偏見
へんけん

をなくす 

（２）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

と虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

[基本
き ほ ん

方針
ほうしん

２] 

住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

生活
せいかつ

継続
けいぞく

のための支援
し え ん

、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

（１）自分
じ ぶ ん

らしい暮らし
く   

を送る
おく   

ための相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

（２）しょうがいのある人
ひと

の意思
い し

の尊重
そんちょう

及
およ

びそのための支援
し え ん

 

（３）地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

支援
し え ん

 

（４）しょうがいのある人
ひと

を支える
さ さ     

人材
じんざい

の確保
か く ほ

 

（５）当事者
とうじしゃ

及
およ

び関係者
かんけいしゃ

への支援
し え ん

及
およ

び連携
れんけい

の強化
きょうか

 

[基本
き ほ ん

方針
ほうしん

３] 

すべての子ども
こ   

が共
とも

に成長
せいちょう

できる支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

（１）フルインクルーシブ教育
きょういく

のための支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

（２）しょうがいのある子
こ

どもの健やか
す こ    

な育成
いくせい

のための福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

 

[基本
き ほ ん

方針
ほうしん

４] 

情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

及
およ

び意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

（１）しょうがい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

（２）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ
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[基本
き ほ ん

方針
ほうしん

５] 

雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

・経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

（１）しょうがい特性
とくせい

に応じた
お う    

就労
しゅうろう

支援
し え ん

・雇用
こ よ う

促進
そくしん

 

（２）しょうがいのある人
ひと

の福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

（３）新
あら

たな働く
はたら  

場
ば

である、「ソーシャルファーム」創設
そうせつ

支援
し え ん

 

（４）しょうがいのある人
ひと

の経済的
けいざいてき

な自立
じ り つ

を支援
し え ん

 

[基本
き ほ ん

方針
ほうしん

６] 

保健
ほ け ん

の推進
すいしん

・医療
いりょう

との連携
れんけい

強化
きょうか

 

[基本
き ほ ん

方針
ほうしん

７] 

安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

（１）バリアフリーのまちづくりの推進
すいしん

 

（２）しょうがい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

（３）防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

[基本
き ほ ん

方針
ほうしん

8] 

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ等
とう

の振興
しんこう

 

（１）文化
ぶ ん か

活動
かつどう

等
など

の支援
し え ん

 

（２）しょうがいしゃスポーツ及
およ

びイベント等
とう

の振興
しんこう

 

[基本
き ほ ん

方針
ほうしん

９] 

市
し

役所
やくしょ

における配慮
はいりょ

の充実
じゅうじつ
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９．基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 

 

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

１．差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

（１）差別
さ べ つ

、偏見
へんけん

をなくす 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、「あなたは、過去
か こ

1年間
ねんかん

にしょうがいや病気
びょうき

を理由
り ゆ う

に不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

を受
う

けたと感
かん

じたことはありますか」という設問
せつもん

に対
たい

し、あると答
こた

えた人
ひと

は、全体
ぜんたい

774

人
にん

のうちの 95人
にん

おり、12.3％を占
し

めています。 

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

は、全
すべ

ての国民
こくみん

が、しょうがいの有無
う む

によって分
わ

け隔て
へだ   

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

う社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む  

、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

することを目的
もくてき

に制定
せいてい

され、その中
なか

で、しょうがいのある人
ひと

の

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するために、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の必要性
ひつようせい

が示されました
し め          

。 

国立市
くにたちし

においても、「国立市
くにたちし

誰
だれ

もがあたりまえに暮
く

らすまちにするための『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

』の条例
じょうれい

」（以下
い か

、「あたりまえ条例
じょうれい

」とい

う。）の中
なか

で、市
し

、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、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

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をするよう努
つと

めるものとしています。 

法律
ほうりつ

や条例
じょうれい

の施行
し こ う

、これまでの取
と

り組
く

みにより合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の考
かんが

え方
かた

については

徐々
じょじょ

に地域
ち い き

社会
しゃかい

に浸透
しんとう

しつつあると思
おも

われますが、一方
いっぽう

で、市
し

役所
やくしょ

においても、しょ

うがいのある人
ひと

への配慮
はいりょ

に欠けた
か   

不適切
ふてきせつ

な窓口
まどぐち

対応
たいおう

をされた等
など

、当事者
とうじしゃ

からは地域
ち い き

生活
せいかつ

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

において、差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

を感じる
か ん    

ことがあるとの意見
い け ん

も出されて
だ    

おり

ます。「差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

は存在
そんざい

する」という強
つよ

い認識
にんしき

に基
もと

づいた施策
し さ く

の展開
てんかい

が求
もと

められま

す。 

また、差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

とは別
べつ

に、雇用
こ よ う

、住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

などに不平
ふびょう

等
どう

（格差
か く さ

）が存在
そんざい

する

との意見
い け ん

もあります。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに、しょうがい特性
とくせい

、具体的
ぐたいてき

場面
ば め ん

や状 況
じょうきょう

に応
おう

じて
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異なり
こ と     

、多様
た よ う

かつ個別性
こべつせい

の高
たか

いものであり、適切
てきせつ

な対応
たいおう

のためには、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとり

が障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の趣旨
し ゅ し

について理解
り か い

を深める
ふ か    

ことが不可欠
ふ か け つ

です。また、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を的確
てきかく

に行う
おこな   

には、ハード面
めん

のみならずソフト面
めん

を含めた
ふ く    

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を併
あわ

せて

進める
す す    

ことも重要
じゅうよう

です。そのために、しょうがいの種別
しゅべつ

による特性
とくせい

や、関
かか

わり方
かた

を知
し

ること、それぞれが地域
ち い き

生活
せいかつ

においてどのような困難
こんなん

を抱えて
か か    

いるかについて、子
こ

ど

もから大人
お と な

まで周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を進めます
す す     

。また、同
おな

じ市民
し み ん

であるという立場
た ち ば

での様々
さまざま

な

イベント等
など

の交流
こうりゅう

の機会
き か い

を通して
と お   

「こころのバリアフリー1」を進
すす

めていきます。 

しょうがいのある人
ひと

への差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を進
すす

めるためにはしょうがいのある人
ひと

自身
じ し ん

が

必要
ひつよう

な時
とき

に意思
い し

表示
ひょうじ

や相談
そうだん

ができることが重要
じゅうよう

であるため、漫画
ま ん が

やイラストを用
もち

いた

リーフレットを作成
さくせい

するなど、しょうがいのある人
ひと

自身
じ し ん

が理解
り か い

を深められる
ふ か       

取り組み
と  く  

を実施
じ っ し

します。 

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

において市
し

役所
やくしょ

として「職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

」の策定
さくてい

が求められて
も と       

いますが、国立市
くにたちし

においては未策定
みさくてい

であるため、早急
さっきゅう

に取り組む
と  く  

必要
ひつよう

があります。

また、職員
しょくいん

に対して
た い     

は、当事者
とうじしゃ

から直接
ちょくせつ

話
はなし

を聞く
き  

研修
けんしゅう

を行う
おこな   

ことで、しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
など

の意識
い し き

向上
こうじょう

を図
はか

っていきます。併
あわ

せて、引
ひ

き続き市
つ づ  し

が行
おこな

う事務
じ む

・事業
じぎょう

において合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が適
てき

切
せつ

に提
てい

供
きょう

されるよう努
つと

めます。 

しょうがいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解
かい

消
しょう

するための取り組み
と  く  

を効果的
こうかてき

かつ円滑
えんかつ

に行
おこな

うために、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

に規定
き て い

されている「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

」

についても設置
せ っ ち

に向けて
む   

の取り組み
と  く  

をいたします。 

2024（令和
れ い わ

6）年
ねん

4月
がつ

から施行
し こ う

された、「改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」により、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

にも合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

が義務付けられた
ぎ む づ      

ことから、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

が適
てき

切
せつ

に対応
たいおう

できるよう、事
じ

業者
ぎょうしゃ

向
む

けに具体的
ぐたいてき

な例
れい

を示
しめ

すなど工夫
く ふ う

をし講演
こうえん

やイベント等
など

による

                                                   

1 こころのバリアフリー：「障害
しょうがい

」は個人
こ じ ん

の心身
しんしん

機能
き の う

のしょうがいと社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

（社会
しゃかい

生活
せいかつ

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

を困難
こんなん

にさせる“バリア”）の相互
そ う ご

作用
さ よ う

によって創り出されて
つ く  だ     

いるものであり、その社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取り除く
と  の ぞ  

のは社会
しゃかい

の責務
せ き む

であるという考え方
かんが   かた

をすべての人
ひと

が理解
り か い

し、具体的
ぐたいてき

な行動
こうどう

を変えて
か   

いくこ

とで、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

の人々
ひとびと

の心
こころ

の在り方
あ    かた

を変えて
か   

いくこと。 
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周知
しゅうち

、啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 また、引
ひ

き続き
つ づ  

広
ひろ

く市民
し み ん

に対
たい

しても障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

等
など

の

意義
い ぎ

や趣旨
し ゅ し

等
とう

について、理解
り か い

を深めて
ふ か    

もらうため、様々
さまざま

な媒体
ばいたい

や機会
き か い

を活用
かつよう

した

取り組み
と  く  

を実施
じ っ し

します。 

しょうがいのある人
ひと

の選挙
せんきょ

等
など

参政
さんせい

の機会
き か い

での支援
し え ん

として、選挙
せんきょ

実施
じ っ し

の際
さい

には、引
ひ

き

続き
つづ   

しょうがい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した選挙
せんきょ

に関する
か ん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。また、

投票所
とうひょうじょ

においては、しょうがいのある人
ひと

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を十分
じゅうぶん

に行い
おこな  

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をきめ細
こま

かく実施
じ っ し

し投票
とうひょう

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

に努め
つ と  

ます。選挙
せんきょ

に関する
か ん    

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

につい

ては、法
ほう

改正
かいせい

や近
きん

隣
りん

自治体
じ ち た い

の状 況
じょうきょう

等
とう

を踏
ふ

まえどのような対応
たいおう

ができるかを調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

し取り組み
と  く  

ます。 

 

【指標
しひょう

】 

○過去
か こ

１年間
ねんかん

にしょうがいや病気
びょうき

を理由
り ゆ う

に不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

を受
う

けたと感
かん

じたことがある 

人
ひと

の割合
わりあい

（実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

数値
す う ち

） 

 

 実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

 
2023年度

ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

2028年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

10年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 12.3％ 7.0% 

 

○障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

の設置
せ っ ち

  

 実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

 2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2026年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

8年度
ね ん ど

） 

設置
せ っ ち

状 況
じょうきょう

 未設置
み せ っ ち

 設置
せ っ ち
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○職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

の制定
せいてい

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2026年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

8年度
ね ん ど

） 

制定
せいてい

状 況
じょうきょう

 未制定
みせいてい

 制定
せいてい

 

 

○合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

についての市
し

職員
しょくいん

研修
けんしゅう

の受講者数
じゅこうしゃすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2017年度
ね ん ど

～2022年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2024年度
ね ん ど

～2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

6年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

期
き

間中
かんちゅう

の 

延
の

べ人
にん

数
ずう

 
18人

にん

 300人
にん

 

 

○合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

についての民間
みんかん

事業
じぎょう

所
しょ

向
む

け周知
しゅうち

のチラシ配布
は い ふ

枚数
まいすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2017年度
ね ん ど

～2022年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2024年度
ね ん ど

～2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

期
き

間中
かんちゅう

の 

配布
は い ふ

枚数
まいすう

 

（累計
るいけい

） 

0枚
まい

 2,000枚
まい

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

イベント開催
かいさい

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、あたりまえ条例
じょうれい

わかりやすい

版づくり
ば ん       

 [しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、ヘルプマーク及
およ

びヘルプカード活用
かつよう

の推進
すいしん

[しょ

うがいしゃ支援課
し え ん か

]、しょうがいのある人
ひと

の選挙
せんきょ

等
など

参政
さんせい

の機会
き か い

での支援
し え ん

[しょうがいし

ゃ支援課
し え ん か

、選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

]、ボランティアセンターによる福祉
ふ く し

教育
きょういく

事業
じぎょう

[しょうが

いしゃ支援課
し え ん か

、国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

]等
など
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（２）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

と虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

【課題
か だ い

】 

しょうがいのある人
ひと

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

を進める
す す    

ために、自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

することに支援
し え ん

が必要
ひつよう

なしょうがいのある人
ひと

が障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

を適切
てきせつ

に利用
り よ う

することができる

よう国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

が運営
うんえい

する権利
け ん り

擁護
よ う ご

センターと連携
れんけい

し、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

（日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

）や成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

につなげていますが、制度
せ い ど

の

周知
しゅうち

が十分
じゅうぶん

でないことが指摘
し て き

されています。 

一方
いっぽう

、しょうがいのある人
ひと

の虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼ う し

するためには、日頃
ひ ご ろ

より虐待
ぎゃくたい

に対
たい

する

正しい
た だ    

知識
ち し き

や虐待
ぎゃくたい

を未然
み ぜ ん

に防ぐ
ふ せ  

ための工夫
く ふ う

等
とう

について、積極的
せっきょくてき

に周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

が必要
ひつよう

ですが、その取り組み
と  く  

については必
かなら

ずしも十分
じゅうぶん

とは言
い

えない状 況
じょうきょう

です。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

することに支援
し え ん

が必要
ひつよう

なしょうがいのある人
ひと

が障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービ

ス等
とう

を適切
てきせつ

に利用
り よ う

することができるよう、サービスを提供
ていきょう

する事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対し
たい   

、研修
けんしゅう

等
とう

を通
つう

じて意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

や意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドラインについての普及
ふきゅう

を

図る
は か  

とともに、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

の促進
そくしん

に向けた
む   

取組
とりくみ

を進めます
す す     

。 

「あたりまえ条例
じょうれい

」、しょうがいのある人
ひと

の虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関する
か ん    

周知
しゅうち

に

ついては、福祉
ふ く し

の領域
りょういき

に限
かぎ

らず、多数
た す う

の市民
し み ん

等
とう

が立ち寄り目
た  よ  め

に触
ふ

れる場所
ば し ょ

において、

相談
そうだん

窓口
まどぐち

を分
わ

かりやすく記載
き さ い

したリーフレット等
とう

の配布
は い ふ

や掲示
け い じ

を行う
おこな  

よう取
と

り組み
く  

ます。また、市
し

のホームページはもとより、SNS等
など

も活用
かつよう

した周知
しゅうち

方法
ほうほう

も検討
けんとう

します。 
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【指標
しひょう

】 

○成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

のための相談
そうだん

件数
けんすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

相談
そうだん

件数
けんすう

（延
の

べ） 
162件

けん

 300件
けん

 

 

○しょうがいのある人
ひと

の権利
け ん り

侵害
しんがい

に関する
か ん    

相談
そうだん

（※虐待
ぎゃくたい

が疑われる
う た が     

相談
そうだん

を含む
ふ く  

） 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

相談
そうだん

件数
けんすう

（延
の

べ） 
7件

けん

 15件
けん

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

しょうがいしゃ虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

推進
すいしん

事業
じぎょう

[国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

]、しょうがいのある人
ひと

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

[しょうがいしゃ

支援課
し え ん か

、福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

]等
など
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基本
き ほ ん

方針
ほうしん

２．住
す

み慣れた
な   

地域
ち い き

生活
せいかつ

継続
けいぞく

のための支援
し え ん

、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

（１）自分
じ ぶ ん

らしい暮らし
く   

を送る
お く  

ための相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、「地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らしていくためには、どのようなことが

重要
じゅうよう

ですか」という設問
せつもん

に対
たい

し、相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

であると答
こた

えた人
ひと

は、全体
ぜんたい

774人
にん

のうち 166人
にん

であり、全体
ぜんたい

の中
なか

の 21.4％を占
し

めています。 

しょうがいのある人
ひと

が住み慣れた
す  な   

地域
ち い き

で、いつまでも、自分
じ ぶ ん

らしく安心
あんしん

して暮らし
く   

ていくためには、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

の確保
か く ほ

とともに、これらのサービス

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

を支
ささ

え、また各種
かくしゅ

ニーズに対応
たいおう

する相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

が不可欠
ふ か け つ

です。

また、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

は、しょうがいのある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
など

支援者
しえんしゃ

が抱
かか

える様々
さまざま

な課題
か だ い

を把握
は あ く

し、家族
か ぞ く

等
とう

関係者
かんけいしゃ

への支援
し え ん

を含め
ふ く  

、適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

サービスに

つなげる等
など

の対応
たいおう

が必要
ひつよう

であり、その際
さい

には地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

等
など

が互
たが

いに分野
ぶ ん や

を超
こ

えて

連携
れんけい

し、相談
そうだん

支援
し え ん

のネットワークの構築
こうちく

に努める
つ と     

ことが必要
ひつよう

です。 

その前提
ぜんてい

として、市
し

は、利用者
りようしゃ

が直面
ちょくめん

する様々
さまざま

な問題
もんだい

について、相談
そうだん

に応じる
お う   

こ

とができる体制
たいせい

の整
せい

備
び

に加え
く わ  

、相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

う人材
じんざい

の育成
いくせい

支援
し え ん

や、個別
こ べ つ

困難
こんなん

事例
じ れ い

等
など

に

おける専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

や助言
じょげん

を行う
おこな  

必要
ひつよう

があります。 

現在
げんざい

の市内
し な い

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の数
かず

は限られて
か ぎ      

おり、さらなる受
う

け入れ
い  

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「相談
そうだん

できる場所
ば し ょ

をもっとわかりやすくしてほしい」「委託
い た く

相談
そうだん

事業所
じぎょうしょ

・市
し

役所
やくしょ

両方
りょうほう

の機能
き の う

を充実
じゅうじつ

させる必要
ひつよう

がある」「ワンストップで当事者
とうじしゃ

の視点
し て ん

に立
た

った相談
そうだん

を受
う

けてくれる体制
たいせい

を作って
つ く    

ほしい」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

これらの取組
とりくみ

を効果的
こうかてき

に進
すす

めるため、地域
ち い き

の相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者間
ぎょうしゃかん

の連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

に対する
た い    

支援
し え ん

等
など

、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
など

の後方
こうほう

支援
し え ん

を図
はか

りつつ、相談
そうだん

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

を総合的
そうごうてき

に行う
おこな   

中核
ちゅうかく

機関
き か ん

として、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターを設置
せ っ ち

し、市内
し な い

における相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

及
およ

びその強化
きょうか

を図ります
は か     

。なお、設置
せ っ ち

にあたっては、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ
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連絡会
れんらくかい

や自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

などを設置
せ っ ち

に向けて
む   

協議
きょうぎ

を行う
おこな  

場
ば

として活用
かつよう

します。 

また、地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

や支援者
しえんしゃ

支援
し え ん

等
など

を担
にな

う人材
じんざい

である主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を計画的
けいかくてき

に育成
いくせい

するとともに、その機能
き の う

を地域
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

のため有効
ゆうこう

に

活用
かつよう

します。 

 

【指標
しひょう

】 

○基
き

幹
かん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2026年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

8年度
ね ん ど

） 

設置
せ っ ち

状 況
じょうきょう

 未設置
み せ っ ち

 設置
せ っ ち

 

 

○主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
し え ん

専門
せんもん

員数
いんすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

相談
そうだん

員数
いんすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
1名

めい

 3名
めい
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○相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の利用者
りようしゃ

の割合
わりあい

（総支給
そうしきゅう

決定者
けっていしゃ

のうち、計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

を支給
しきゅう

決定
けってい

し

ている者
もの

の占める
し    

割合
わりあい

） 

18歳
さい

以上
いじょう

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 66％ 75％ 

 

18歳
さい

未満
み ま ん

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 22％ 30％ 

 

○市
し

内指定
ないしてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所数
じぎょうしょすう

  

指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

（18歳
さい

以上
いじょう

） 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

事業所数
じぎょうしょすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
11事業所

じぎょうしょ

 15事業所
じぎょうしょ

 

 

指定
し て い

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

（18歳
さい

未満
み ま ん

） 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

事業所数
じぎょうしょすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
6事業所

じぎょうしょ

 10事業所
じぎょうしょ

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

しょうがいしゃ相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
など

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]等
など
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（２）しょうがいのある人
ひと

の意思
い し

の尊重
そんちょう

及
およ

びそのための支援
し え ん

 

【課題
か だ い

】 

しょうがいのある人
ひと

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮らし続ける
く    つ づ    

ためには、しょうがいのある人
ひと

自身
じ し ん

の意思
い し

決定
けってい

が十分
じゅうぶん

に尊重
そんちょう

される必要
ひつよう

があります。福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

時
じ

に留
とど

ま

らず、日々
ひ び

の暮らし
く   

において、しょうがいのある人
ひと

の意思
い し

が尊重
そんちょう

されることが重要
じゅうよう

です。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「全て
す べ  

の人
ひと

が意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

のプロセスを学
まな

び、本人
ほんにん

の意思
い し

が反映
はんえい

で

きるような仕組
し く

みを作
つく

ってほしい」「現状
げんじょう

の成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

は使
つか

いにくい」「支援
し え ん

付
つ

き

意思
い し

決定
けってい

を確実
かくじつ

にできるようにしたい」といった意見
い け ん

が寄せられて
よ     

います。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

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

での決
き

める場面
ば め ん

において、しょうがいのある人
ひと

自身
じ し ん

の意思
い し

を

第
だい

一義
い ち ぎ

とした支援
し え ん

（意思
い し

形成
けいせい

をするための支援
し え ん

を含む
ふ く  

）を行
おこな

います。 

また、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

については、制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

に向け
む  

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などの

地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、周知
しゅうち

啓発
けいはつ

等
など

を行
おこな

います。 

 

【指標
しひょう

】 

○市
し

民
みん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
など

に対
たい

する意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に関
かん

する研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

実施
じ っ し

回数
かいすう

 3回
かい

 3回
かい
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○地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

の新規
し ん き

利用
り よ う

件数
けんすう

   

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

件数
けんすう

 9件
けん

 12件
けん

 

 

○国立市
くにたちし

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

の推進
すいしん

に関
かん

する条例
じょうれい

の制定
せいてい

・計画
けいかく

の策定
さくてい

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

制定
せいてい

・策定
さくてい

 

状 況
じょうきょう

 
未制定
みせいてい

・未実施
み じ っ し

 条例
じょうれい

制定
せいてい

・計画
けいかく

策定
さくてい

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

しょうがいしゃ権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

[福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

]、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

[国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

]、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

[福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

、高齢者
こうれいしゃ

支援課
し え ん か

、しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]

等
など
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（３）地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

支援
し え ん

 

【課題
か だ い

】 

調査
ちょうさ

によると、「現在
げんざい

、あなたの生活
せいかつ

している地域
ち い き

の暮らし
く   

にどの程度
て い ど

満足
まんぞく

してい

ますか」という質問
しつもん

に対し
た い  

、満足度
まんぞくど

「10」と回答
かいとう

した方
かた

は全体
ぜんたい

774人
にん

のうち 55人
にん

お

り、7.1％を占
し

めています。最
もっと

も高かった
た か     

のが、満足度
まんぞくど

「5」と答
こた

えた方
かた

で、全体
ぜんたい

の

22.4％を占
し

めています。また、今後
こ ん ご

ひとりで暮
く

らしたい、家族
か ぞ く

・親族
しんぞく

と一緒
いっしょ

に

暮らしたい
く   

、友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

と一緒
いっしょ

に暮らしたい
く    

と回答
かいとう

している人
ひと

を合わせる
あ    

と、774人
にん

のうち 536人
にん

おり、全体
ぜんたい

の 69.3％であることから、地域
ち い き

生活
せいかつ

を希望
き ぼ う

されている方
かた

が

大多数
だいたすう

を占
し

めていることがわかります。 

精神科
せいしんか

病院
びょういん

に長期
ちょうき

入院
にゅういん

している、又
また

は障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
など

に入所
にゅうしょ

しているしょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

移行
い こ う

を望んだ
の ぞ    

際
さい

、確実
かくじつ

に地域
ち い き

で暮らせる
く   

よう地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させる必要
ひつよう

があります。 

現状
げんじょう

は、グループホームやアパート等
とう

への入居
にゅうきょ

の体験
たいけん

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

や、緊急
きんきゅう

時
じ

の

受入
うけいれ

体制
たいせい

の整備
せ い び

など、しょうがいのある人
ひと

が地域
ち い き

移行
い こ う

できる受け皿
う   ざ ら

が整
ととの

っておらず、

地域
ち い き

移行
い こ う

のための環境
かんきょう

整備
せ い び

が進
すす

んでおりません。特
とく

に重度
じゅうど

のしょうがいしゃや高齢
こうれい

のしょうがいしゃは現状
げんじょう

、地域
ち い き

移行
い こ う

が困難
こんなん

であることが多
おお

く、様々
さまざま

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

の

充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。 

精神科
せいしんか

へ長期
ちょうき

入院
にゅういん

しているしょうがいのある人
ひと

について、現状
げんじょう

把握
は あ く

が十分
じゅうぶん

では

なく、入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の状態像
じょうたいぞう

や入院
にゅういん

期間
き か ん

に応じた
お う     

退院後
たいいんご

の支援
し え ん

について十分
じゅうぶん

に協議
きょうぎ

す

ることが必要
ひつよう

です。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

計画
けいかく

を具体的
ぐたいてき

に示して
し め    

ほしい」「地域
ち い き

移行
い こ う

するにあたり、当事者
とうじしゃ

が自分
じ ぶ ん

の意思
い し

として住みたい
す    

場所
ば し ょ

を選
えら

び取って
と   

いけるよう支援
し え ん

をするべき」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 
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【方向性
ほうこうせい

】 

重度
じゅうど

のしょうがいがあっても、だれとどこで暮
く

らすのかについて、自
みずか

らの意思
い し

で

選択
せんたく

できることにより、地域
ち い き

生活
せいかつ

における安心感
あんしんかん

を担
たん

保
ぽ

し、自分
じ ぶ ん

の意思
い し

で望
のぞ

んだ生活
せいかつ

を送
おく

ることができるようにする必要
ひつよう

があります。そのために、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

、親元
おやもと

からの自立
じ り つ

等
など

に係
かか

る相談
そうだん

、一人
ひ と り

暮
ぐ

らし、グループホームでの生活
せいかつ

等
とう

の体験
たいけん

の機会
き か い

の場
ば

の提供
ていきょう

、そして短期
た ん き

入所
にゅうしょ

の利便性
りべんせい

・対応力
たいおうりょく

の向上
こうじょう

等
など

による緊急
きんきゅう

時
じ

の受入
うけいれ

対応
たいおう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

等
とう

の機能
き の う

を既存
き ぞ ん

の支援
し え ん

機関
き か ん

、施設
し せ つ

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

等
とう

が分担
ぶんたん

し

て行う
おこな 

面的
めんてき

整備型
せいびがた

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
など

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。その整備
せ い び

にあたっては、

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

や自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

といった協議
きょうぎ

を行う
おこな   

場
ば

を活用
かつよう

します。 

また、精神
せいしん

科
か

病院
びょういん

等
など

における長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を進める
す す    

にあたっ

ては、市
し

を中心
ちゅうしん

とした精神
せいしん

保健
ほ け ん

医療
いりょう

福祉
ふ く し

の一体的
いったいてき

な取組
とりくみ

の促進
そくしん

に加え
く わ  

、差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

の

ない、あらゆる人
ひと

が共
とも

に生活
せいかつ

することができる包容的
ほうようてき

（インクルーシブ）な社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

の推進
すいしん

が必要
ひつよう

です。これを踏
ふ

まえ精神
せいしん

しょうがいのある人
ひと

が、地域
ち い き

の

一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしをすることができるよう、当事者
とうじしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

を支援
し え ん

する保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

に携わる
たずさ     

様々
さまざま

な関係者
かんけいしゃ

等
とう

が、ネットワークを

形成
けいせい

することにより連携
れんけい

を密
みつ

に行い
おこな  

ながら、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

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

しょうがいのある人
ひと

のスムーズな地域
ち い き

移行
い こ う

のためには、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

や地域
ち い き

移行
い こ う

に関わる
か か    

関係者
かんけいしゃ

のしょうがいのある人
ひと

に対する
た い    

意識
い し き

の深化
し ん か

も大
おお

きな課題
か だ い

である

ことから、今後
こ ん ご

、市民
し み ん

及
およ

び支援者
しえんしゃ

等
とう

に対して
た い    

、しょうがいのある人
ひと

の理解
り か い

についての

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

を進
すす

めていきます。 

また、全
すべ

てのしょうがいのある人
ひと

が住み慣れた
す  な   

地域
ち い き

で安心
あんしん

して住
す

み続けられる
 つ づ      

よう

にするため、ヘルパーなどの障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスや地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

、日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス推進
すいしん

事業
じぎょう

などのサービスを充実
じゅうじつ

させていきます。 

施設
し せ つ

や病院等
びょういんとう

へ入院
にゅういん

入所
にゅうしょ

しているしょうがいのある人
ひと

が地域
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

についての支援
し え ん

を行
おこな

う地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

、居宅
きょたく

に
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おいて単身
たんしん

等
など

で生活
せいかつ

するしょうがいのある人
ひと

について地域
ち い き

生活
せいかつ

を継続
けいぞく

していくため

の夜間
や か ん

を含む
ふく   

緊急
きんきゅう

時
じ

の連絡
れんらく

、相談
そうだん

等
とう

のサポートを行
おこな

う地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

、そして地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

したのち、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

により円滑
えんかつ

な地域
ち い き

生活
せいかつ

に

向けた
む   

相談
そうだん

及
およ

び助言
じょげん

を行う
おこな   

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

を積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

し、地域
ち い き

移行
い こ う

を推進
すいしん

します。 

また、訪問
ほうもん

系
けい

サービスの利用
り よ う

拡大
かくだい

に伴
ともな

い、市
し

の財政
ざいせい

負担
ふ た ん

も増大
ぞうだい

しており、しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して地域
ち い き

生活
せいかつ

を送れる
お く   

ようにするため、国
くに

及び
およ  

東京都
とうきょうと

に対し
た い  

、

財政的
ざいせいてき

支援
し え ん

を要望
ようぼう

していきます。 

 

【指標
しひょう

】 

 

○地域
ち い き

移行者数
いこうしゃすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2017～2022年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

2９～令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2024～2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

6～11年度
ね ん ど

） 

期
き

間中
かんちゅう

の人数
にんずう

 

（延
の

べ） 
7名

めい

 10名
めい

 

 

○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

の支給
しきゅう

決定者数
けっていしゃすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

202９年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

支給
しきゅう

決定者数
けっていしゃすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 1名
めい

 5名
めい

 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 
1名

めい

 5名
めい

 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 3名
めい

 7名
めい
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○精神
せいしん

しょうがいを対象
たいしょう

とした市内
し な い

グループホームの定員数
ていいんすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

定員数
ていいんすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
82名

めい

 120名
めい

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

障害者
しょうがいしゃ

センター管理
か ん り

運営
うんえい

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス推進
すいしん

事業
じぎょう

補助
ほ じ ょ

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、通所
つうしょ

訓練
くんれん

事業
じぎょう

運営費
うんえいひ

補助
ほ じ ょ

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、

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

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

[しょうがい

しゃ支援課
し え ん か

]、障害者
しょうがいしゃ

参加型
さんかがた

サービス補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

住宅費
じゅうたくひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、グループホーム家賃
や ち ん

助成
じょせい

事業
じぎょう

[しょうがいし

ゃ支援課
し え ん か

]、住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

支援
し え ん

事業
じぎょう

[福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

]、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

支援
し え ん

促進
そくしん

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システム事業
じぎょう

[しょうがいしゃ

支援課
し え ん か

]等
など
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（４）しょうがいのある人
ひと

を支
ささ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、「地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らしていくためには、どのようなことが

重要
じゅうよう

ですか」という設問
せつもん

に対し
た い  

、ホームヘルパーなどの訪問
ほうもん

系
けい

サービスの充実
じゅうじつ

が

重要
じゅうよう

であると答えた
こ た     

人
ひと

は、全体
ぜんたい

774人
にん

のうち 147人
にん

おり、全体
ぜんたい

の 19.0％を占
し

めて

います。 

しょうがいのある人
ひと

の重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

が進む
すす   

中
なか

、将来
しょうらい

にわたり安定的
あんていてき

に障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

を提供
ていきょう

し、様々
さまざま

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関する
か ん    

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

していくためには、提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

と併せて
あ わ     

それを担
にな

う専門的
せんもんてき

な技術
ぎじゅつ

及
およ

び知識
ち し き

を有する
ゆ う    

人材
じんざい

の確保
か く ほ

と定着
ていちゃく

を

図る
はか   

必要
ひつよう

があります。 

現在
げんざい

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の現場
げ ん ば

は、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

をはじめとする訪問
ほうもん

系
けい

サービスにおける

ヘルパーや地域
ち い き

参加型
さんかがた

介護
か い ご

サポート事業
じぎょう

2、そしてしょうがいのある子
こ

どもの通学
つうがく

等
とう

支援
し え ん

のための移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

における成
な

り手不足
て ぶ そ く

といった深刻
しんこく

な課題
か だ い

に直面
ちょくめん

していま

す。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

人材
じんざい

の確保
か く ほ

等
とう

に向
む

け、国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

等
など

の地域
ち い き

関係
かんけい

団体
だんたい

等
など

との連携
れんけい

を行い
おこな  

な

がら、福祉
ふ く し

人材
じんざい

の育成
いくせい

・定着
ていちゃく

に向
む

け職員
しょくいん

のスキルアップを図
はか

るための研修
けんしゅう

や人材
じんざい

定着
ていちゃく

・離職
りしょく

防止
ぼ う し

を図る
はか   

ための相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の確保
か く ほ

、そして働きやすい
はたら           

職場
しょくば

づくりに向
む

けた事
じ

業者
ぎょうしゃ

への支援
し え ん

などを促進
そくしん

します。 

支援者
しえんしゃ

不足
ふ そ く

という課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

け、専門性
せんもんせい

を高める
た か     

ための研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

や、地域
ち い き

の

関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の促進
そくしん

、そして障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の現場
げ ん ば

が、働き
はたら   

甲斐
が い

のある魅力的
みりょくてき

な職場
しょくば

で

                                                   

2 地域
ち い き

参加型
さんかがた

介護
か い ご

サポート事業
じぎょう

：市
し

独自
ど く じ

の自薦
じ せ ん

登録
とうろく

ヘルパー制度
せ い ど

で、地域
ち い き

の力
ちから

を活用
かつよう

し、しょうが

いのある方
かた

が推薦
すいせん

した介護人
かいごにん

が、外出
がいしゅつ

、家事
か じ

、排せつ
は い    

などの支援
し え ん

を行う
おこな   

。なお、介護人
かいごにん

になるのに

資格
し か く

などは必要
ひつよう

ない。 
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あることの積極的
せっきょくてき

な周知
しゅうち

啓発
けいはつ

等
とう

を行
おこな

うとともに、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の現場
げ ん ば

におけるハラス

メント対策
たいさく

に対し
たい   

関係者
かんけいしゃ

が協 力
きょうりょく

して取
と

り組んで
く   

いきます。 

また、地域
ち い き

参加型
さんかがた

介護
か い ご

サポート事業
じぎょう

などの地域
ち い き

の力
ちから

を活用
かつよう

しながら人材
じんざい

確保
か く ほ

に

向けて
む   

検討
けんとう

していきます。 

 

【指標
しひょう

】 

○重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

の利用者数
りようしゃすう

  

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

利用者数
りようしゃすう

 67名
めい

 80名
めい

 

 

○移動
い ど う

支援
し え ん

の市内
し な い

登録事
とうろくじ

業者数
ぎょうしゃすう

 

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

事
じ

業者数
ぎょうしゃすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
15事

じ

業者
ぎょうしゃ

 20事
じ

業者
ぎょうしゃ

 

 

○地域
ち い き

参加型
さんかがた

介護
か い ご

サポート事業
じぎょう

の介護
か い ご

人数
にんずう

 

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

介護
か い ご

人数
にんずう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
468名

めい

 500名
めい
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○介護
か い ご

未経
み け い

験者
げんしゃ

向
む

け研修
けんしゅう

受講者数
じゅこうしゃすう

 

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

受講者数
じゅこうしゃすう

 7名
めい

 20名
めい

 

 

○移動
い ど う

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

受講費
じゅこうひ

助成
じょせい

件数
けんすう

 

 

 
実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

助成
じょせい

件数
けんすう

 0件
けん

 10件
けん

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

国立市
くにたちし

セーフティネット支援
し え ん

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、移動
い ど う

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

受講費
じゅこうひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、

地域
ち い き

参加型
さんかがた

介護
か い ご

サポート事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、福祉
ふ く し

業務
ぎょうむ

等
とう

理解
り か い

促進
そくしん

・人材
じんざい

確保
か く ほ

支援
し え ん

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]等
など
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（５）当事者
とうじしゃ

及
およ

び関係者
かんけいしゃ

への支援
し え ん

及
およ

び連携
れんけい

の強化
きょうか

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、「あなたの暮
く

らしている地域
ち い き

には、困
こま

ったときに相談
そうだん

できる人
ひと

が

身近
み ぢ か

にいますか」という設問
せつもん

に対し
た い  

、非常
ひじょう

にあてはまる「5」と答
こた

えた人
ひと

は、全体
ぜんたい

の

うち 11.2%であり、ある程度
て い ど

あてはまる「4」と答
こた

えた人
ひと

は、全体
ぜんたい

のうち 30.1％を

占
し

めています。 

しょうがいのある人
ひと

が、しょうがいの種類
しゅるい

及
およ

びその程度
て い ど

に応じて
おう    

必要
ひつよう

な支援
し え ん

が受
う

け

られるように、しょうがいのある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を届
とど

ける仕組み
し く  

や

切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

が必要
ひつよう

です。 

昨今
さっこん

、しょうがいのある人
ひと

の家族
か ぞ く

等
とう

関係者
かんけいしゃ

は、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や医療
いりょう

ケア、リハビリテ

ーションのサポートなど、多
おお

くの時間
じ か ん

とエネルギーを費
つい

やす必要
ひつよう

があり、心身
しんしん

の健康
けんこう

や社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

等
など

の様々
さまざま

な困難
こんなん

に直面
ちょくめん

しています。また、若年層
じゃくねんそう

の介助者
かいじょしゃ

も顕在化
けんざいか

し

ており、今後
こ ん ご

介護者
かいごしゃ

に対
たい

する社会的
しゃかいてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

が求められて
もと       

います。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

これらの課題
か だ い

に対処
たいしょ

するため、家族
か ぞ く

や関係者
かんけいしゃ

などに向
む

けた講演
こうえん

などの定期的
ていきてき

な開催
かいさい

や、市
し

のホームページなどを通
つう

じて、しょうがいのある人
ひと

とその家族
か ぞ く

向
む

けの利用
り よ う

可能
か の う

な支援
し え ん

サービスなどについての情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

います。また、しょうがいのある人
ひと

が

地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

っていることについての事例
じ れ い

の紹介
しょうかい

も行
おこな

います。 

国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などの支援
し え ん

機関
き か ん

とネットワークを形成
けいせい

し連携
れんけい

を密
みつ

にしなが

ら、介護者
かいごしゃ

を含む
ふく  

包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

に対応
たいおう

する重層的
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

の枠組
わ く ぐ

みを整備
せ い び

し、ひきこもりの方
かた

や未治療
みちりょう

精神
せいしん

患者
かんじゃ

など地域
ち い き

における様々
さまざま

な課題
か だ い

に直面
ちょくめん

している

当事者
とうじしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

関係者
かんけいしゃ

に対
たい

して、アウトリーチの視点
し て ん

から切れ目
き  め

のない

重層的
じゅうそうてき

な支援
し え ん

を行
おこな

うことができるよう環境
かんきょう

の整備
せ い び

を行
おこな

います。 

また、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

や緊
きん

急一時
きゅういちじ

入所
にゅうしょ

事業
じぎょう

などのレスパイトの環境
かんきょう

を整備
せ い び

していくこ

とにより、しょうがいのある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

のメンタルヘルスケアを促進
そくしん

し、地域
ち い き

で
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安心
あんしん

して暮
く

らすことができるよう支援
し え ん

していきます。 

 

【指標
しひょう

】 

○国立市
くにたちし

心身
しんしん

障害者
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

の利用
り よ う

世帯数
せたいすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

利用
り よ う

世帯数
せたいすう

 23世帯
せ た い

 38世帯
せ た い

 

 

○重層
じゅうそう

的
てき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

の枠組
わ く ぐ

みの整備
せ い び

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2026年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

8年度
ね ん ど

） 

整備
せ い び

状 況
じょうきょう

 未整備
み せ い び

 整備
せ い び

 

 

○国立市
くにたちし

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

ショートステイ事業
じぎょう

の年間
ねんかん

利用者数
りようしゃすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

利用
り よ う

人数
にんずう

 

（延
の

べ） 
141人

にん

 160人
にん

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

国立市
くにたちし

心身
しんしん

障害者
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

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、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

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

ショートステイ事業
じぎょう

[しょうがいしゃ

支援課
し え ん か

]、家族会
かぞくかい

支援
し え ん

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]等
など
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基本
き ほ ん

方針
ほうしん

３．すべての子
こ

どもが共
とも

に成長
せいちょう

できる支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

（１） フルインクルーシブ教育
きょういく

のための支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、「あなたは、国立市
くにたちし

でフルインクルーシブ教育
きょういく

を進める
す す   

ために

は、何
なに

が必要
ひつよう

だと思
おも

いますか」という設問
せつもん

に対し
たい  

、「バリアフリー等
とう

の環境
かんきょう

の整備
せ い び

」

と回答
かいとう

した人
ひと

が最
もっと

も多く
お お  

、全体
ぜんたい

の 32.7％を占
し

めています。 

地域
ち い き

の学校
がっこう

・学級
がっきゅう

において、しょうがいの有無
う む

、国籍
こくせき

や人種
じんしゅ

などの違
ちが

いに関係
かんけい

な

く、すべての子
こ

どもの学
まな

びを保障
ほしょう

するとともに、子
こ

どもたちがともに学
まな

び、一人一人
ひ と り ひ と り

がその子
こ

らしくいられるようにするための環境
かんきょう

整備
せ い び

を進
すす

める必要
ひつよう

があります。 

これまで国立市
くにたちし

は、2013（平成
へいせい

25）年度
ね ん ど

に文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

のインクルーシブ教育
きょういく

シ

ステム構築
こうちく

モデル事業
じぎょう

を受
じゅ

託
たく

し、この方針
ほうしん

に従って
したが   

、多様
た よ う

な学び
ま な  

の場
ば

を充実
じゅうじつ

させて

きました。また通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

でも質
しつ

の高い
た か  

支援
し え ん

ができるよう、専門性
せんもんせい

が高い
た か  

スマイリ

ースタッフ（特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援員
しえんいん

）を各校
かくこう

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて 1校
こう

につき 2名
めい

から 6名
めい

程度
て い ど

配置
は い ち

することで、しょうがいのある子
こ

どもに対する
たい    

教育
きょういく

の質
しつ

を高
たか

めてきました。 

2019（平成
へいせい

31）年
ねん

に改定
かいてい

された国立市
くにたちし

教育
きょういく

大綱
たいこう

の中
なか

には、「しょうがいのある

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

もしょうがいのない児童
じ ど う

・生徒
せ い と

も同
おな

じ場
ば

で共
とも

に学び
ま な  

、相互
そ う ご

に成長
せいちょう

できる

フルインクルーシブ教育
きょういく

を目指
め ざ

す。併
あわ

せて、児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が持
も

つ能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

発揮
は っ き

で

きるよう個別
こ べ つ

支援
し え ん

のための環境
かんきょう

整備
せ い び

を進
すす

める」と書
か

かれています。 

通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

が誰
だれ

にとっても安心
あんしん

・安全
あんぜん

な場所
ば し ょ

であり、ともに学
まな

び合える
あ   

場所
ば し ょ

にな

るような、仕組
し く

みの構築
こうちく

が求められて
も と     

います。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「同
おな

じ学校
がっこう

同
おな

じ教室
きょうしつ

で学
まな

び合い育つ
あ  そ だ  

こと、どんなしょうがいがあっ

てもともに学
まな

べる安心感
あんしんかん

を児童
じ ど う

や保護者
ほ ご し ゃ

に与
あた

えることが重要
じゅうよう

」「私
わたし

は、養護
よ う ご

学校
がっこう

に通
かよ

っていました。でも自分
じ ぶ ん

でやめました。今
いま

でも養護
よ う ご

学校
がっこう

には、行
い

きたくないです。み

んな、地域
ち い き

の学校
がっこう

に行
い

って、地域
ち い き

で暮らせる
く    

ようにしてほしいです。」という意見
い け ん

の

一方
いっぽう

で、「個々
こ こ

のニーズに応
おう

じたきめ細
こま

やかな支援
し え ん

が可能
か の う

な少人数
しょうにんずう

の学級
がっきゅう

も必要
ひつよう

」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 
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【方向性
ほうこうせい

】 

教育
きょういく

委員会
いいんかい

では、「国立市
くにたちし

のフルインクルーシブ教育
きょういく

～一人
ひ と り

一人
ひ と り

がその子
こ

らしく

いられる教育
きょういく

～の方向性
ほうこうせい

については、2023（令和
れ い わ

5）年度
ね ん ど

末
まつ

の時点
じ て ん

で多方面
たほうめん

から様々
さまざま

な意見
い け ん

が寄せられて
よ    

いるため、2024（令和
れ い わ

6）年度
ね ん ど

以降
い こ う

、各方面
かくほうめん

との丁寧
ていねい

な議論
ぎ ろ ん

を

継続
けいぞく

したうえで形
かたち

にしていく」、「当面
とうめん

の取組
とりくみ

としては、学校
がっこう

・学級
がっきゅう

の包摂力
ほうせつりょく

を向
こう

上
じょう

させることを目指
め ざ

し、価値
か ち

ある取組
とりくみ

、事例
じ れ い

を広げて
ひろ    

いくとともに子
こ

どもたちが共生
きょうせい

社会
しゃかい

の一員
いちいん

としての資質
し し つ

・能力
のうりょく

を育
はぐく

んでいけるようにしていく」としていますので、

これらの教育
きょういく

委員会
いいんかい

の方針
ほうしん

に対し
たい  

、福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

での連携
れんけい

・協働
きょうどう

を進めて
すす    

いきます。 

 

【指標
しひょう

】 

○学校
がっこう

満足度
まんぞくど

調査
ちょうさ

における学級
がっきゅう

満足度
まんぞくど

尺度
しゃくど

の満足群
まんぞくぐん

の割合
わりあい

 

 今回
こんかい

調査
ちょうさ

 次回
じ か い

調査
ちょうさ

 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5）年度
ね ん ど

 

2028年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

10）年度
ね ん ど

 

割合
わりあい

 54％ 60％ 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

就学前
しゅうがくまえ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

[教育
きょういく

委員会
いいんかい

]等
など
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（２）しょうがいのある子
こ

どもの健
すこ

やかな育成
いくせい

のための福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、「地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らしていくためには、どのようなことが

重要
じゅうよう

ですか」という設問
せつもん

に対し
た い  

、「児童
じ ど う

の発達
はったつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

」と回答
かいとう

した人
にん

は、全体
ぜんたい

の

9.6％を占
し

めています。また、「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスの充実
じゅうじつ

」と回答
かいとう

した人
ひと

は、同
おな

じ

く全体
ぜんたい

の 9.6％を占
し

めています。 

しょうがい児
じ

支援
し え ん

を行
おこな

うにあたっては、しょうがいのある子
こ

どもの意思
い し

をしっか

り確認
かくにん

し、その子
こ

にとっての最善
さいぜん

の利益
り え き

がなにかを考慮
こうりょ

しながら、健
すこ

やかな育成
いくせい

を

支援
し え ん

することが必要
ひつよう

です。そのためには、本人
ほんにん

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

し、早期
そ う き

段階
だんかい

から

身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支援
し え ん

できるような体制
たいせい

を構築
こうちく

するとともに、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

及
およ

び障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

について、質
しつ

の高い
た か  

専門的
せんもんてき

な発達
はったつ

支援
し え ん

を行う
おこな  

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
など

の充実
じゅうじつ

を

図る
は か  

必要
ひつよう

があります。 

現在
げんざい

の障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
など

については、「日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

」「移動
い ど う

支援
し え ん

」「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイ

サービス」等
など

の利用
り よ う

に際
さい

し、さらなる受
う

け入れ
い  

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。特
とく

に

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

及
およ

び放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスについては、「利用
り よ う

したいが利用
り よ う

できる

事業所
じぎょうしょ

がない」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられており、夏休
なつやす

み等
とう

長期
ちょうき

休 業 中
きゅうぎょうちゅう

の居場所
い ば し ょ

確保
か く ほ

が

課題
か だ い

となります。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

しょうがいのある子
こ

どものライフステージに合
あ

わせ、地域
ち い き

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

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が分野
ぶ ん や

を超えて
こ   

連携
れんけい

を密
みつ

にし、切
き

れ目
め

のない一貫
いっかん

したしょうがいのある子
こ

どもの支援
し え ん

を提
てい

供
きょう

する体制
たいせい

の構築
こうちく

を図ります
は か     

。 

しょうがい児
じ

支援
し え ん

が適
てき

切
せつ

に行
おこな

われるために、就学
しゅうがく

時
じ

及
およ

び卒業
そつぎょう

時
じ

において、支援
し え ん

が

円滑
えんかつ

に引
ひ

き継がれる
つ   

ことも含
ふく

め、学校
がっこう

、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

、障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
など

が緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

るとともに、教育
きょういく

委員会
いいんかい

等
など

との連携
れんけい

体制
たいせい

を確保
か く ほ

します。 

また、人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

等
など

を装着
そうちゃく

している医療的
いりょうてき

ケア児
じ

について、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

等
とう

の専門的
せんもんてき
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な支援
し え ん

を要する
よう    

しょうがいのある子
こ

どもに対して
た い   

、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

等
とう

の各関連
かくかんれん

分野
ぶ ん や

の関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

を図る
は か  

協議
きょうぎ

の 場
じょう

を設置
せ っ ち

し、共通
きょうつう

の理解
り か い

に基
もと

づき、協働
きょうどう

する

包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

についても、通学
つうがく

のためのヘルパー不足
ぶ そ く

が深刻化
しんこくか

しており、しょうが

いのある子
こ

どもが安心
あんしん

して通所
つうしょ

・通園
つうえん

・通学
つうがく

できるようにするために、ヘルパー養成
ようせい

研修
けんしゅう

等
など

などを国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などの関係
かんけい

機関
き か ん

等
など

と連携
れんけい

し、実施
じ っ し

するなどして

支援
し え ん

への取組
とりくみ

を促進
そくしん

します。 

 

【指標
しひょう

】 

○障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を行
おこな

う市内
し な い

事業所数
じぎょうしょすう

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4）年度
ね ん ど

 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11）年度
ね ん ど

 

事業所数
じぎょうしょすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
7事業所

じぎょうしょ

 12事業所
じぎょうしょ

 

 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイ

サービス 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4）年度
ね ん ど

 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11）年度
ね ん ど

 

事業所数
じぎょうしょすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
14事業所

じぎょうしょ

 18事業所
じぎょうしょ

 

 

○重度
じゅうど

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

及
およ

び医療的
いりょうてき

ケア児
じ

を対象
たいしょう

に児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
など

を 行
おこな

う市内
し な い

事業所数
じぎょうしょすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4）年度
ね ん ど

 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11）年度
ね ん ど

 

事業所数
じぎょうしょすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
0事業所

じぎょうしょ

 1事業所
じぎょうしょ
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○保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

等
とう

の各分野
かくぶんや

の関係者
かんけいしゃ

が医
い

ケア児
じ

支援
し え ん

のための連携
れんけい

を図る
はか  

た

めの協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4）年度
ね ん ど

 

2026年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

8）年度
ね ん ど

 

設置
せ っ ち

状 況
じょうきょう

 未設置
み せ っ ち

 設置
せ っ ち

 

 

○通所
つうしょ

事業所
じぎょうしょ

連絡会
れんらくかい

の開催
かいさい

回数
かいすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4）年度
ね ん ど

 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11）年度
ね ん ど

 

年間
ねんかん

開催
かいさい

回数
かいすう

 1回
かい

 2回
かい

 

 

○しょうがい児
じ

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の事業所数
じぎょうしょすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4）年度
ね ん ど

 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11）年度
ね ん ど

 

事業所数
じぎょうしょすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
4事業所

じぎょうしょ

 10事業所
じぎょうしょ

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター運営
うんえい

支援
し え ん

事業
じぎょう

[子育
こ そ だ

て支援課
し え ん か

・しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、しょう

がい者通所
しゃつうしょ

訓練
くんれん

事業
じぎょう

運営費
うんえいひ

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、しょうがい児
じ

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、国立市
くにたちし

しょうがい児
じ

学童
がくどう

保育所通所
ほいくじょつうしょ

緊急
きんきゅう

サ

ポート事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]等
など
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基本
き ほ ん

方針
ほうしん

４．情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

及
およ

び意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

（１）しょうがい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、「福祉
ふ く し

関連
かんれん

の情報
じょうほう

はどこから入手
にゅうしゅ

していますか」という設問
せつもん

に

対し
たい  

、「東京都
とうきょうと

や国立市
くにたちし

の広報紙
こうほうし

」と答
こた

えた人
ひと

は、全体
ぜんたい

の 64.9％となります。このこ

とから、しょうがいのある人
ひと

の多く
お お  

が福祉
ふ く し

関連
かんれん

の情報
じょうほう

を東京都
とうきょうと

や市
し

役所
やくしょ

から入手
にゅうしゅ

し

ていることがわかります。 

また、「国立市
くにたちし

から生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を集
あつ

めようとするときに困
こま

ることは何
なん

ですか」

という設問
せつもん

に対し
たい  

、困
こま

ることがあると答
こた

えた人は全体
ぜんたい

の 28.7％になり、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

に何
なん

らかの問題
もんだい

（広報
こうほう

などの内容
ないよう

を理解
り か い

できない、パソコンや携帯
けいたい

電話
で ん わ

などの情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

機器
き き

を使
つか

うことができない等
とう

）を抱
かか

えていることがわかります。 

近年
きんねん

の動向
どうこう

として、しょうがいのある人
ひと

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

利用
り よ う

・意思
い し

疎通
そ つ う

に係る
かか  

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

することを目的
もくてき

とした法律
ほうりつ

である「障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

び利用
り よ う

並
なら

びに意思
い し

疎通
そ つ う

に係る
か か  

施策
し さ く

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

情報
じょうほう

アクセシビリテ

ィ・コミュニケーション施策
し さ く

推進法
すいしんほう

）」が、2022（令和
れ い わ

4）年
ねん

に制定
せいてい

されました。 

一方
いっぽう

で、実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

にあるように、しょうがいのある人
ひと

の多く
お お  

は未
いま

だに情報
じょうほう

の

取得
しゅとく

についての問題
もんだい

を抱えて
かか    

おり、そのしょうがいの種別
しゅべつ

による特性
とくせい

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

したうえで、しょうがい特性
とくせい

に応じた
お う   

媒体
ばいたい

や方法
ほうほう

で情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

することが必要
ひつよう

とな

ります。 

市民
し み ん

等
など

からは、「広報物
こうほうぶつ

のルビあり版
ばん

を作成
さくせい

してほしい」「知的
ち て き

しょうがいのある

人
ひと

が参加
さ ん か

する会議
か い ぎ

（オンラインを含
ふく

む）では、わかりやすい要約
ようやく

筆記
ひ っ き

が必要
ひつよう

であるこ

とを広
ひろ

く知って
し   

もらいたい」「聴覚
ちょうかく

しょうがいのある人
ひと

が参加
さ ん か

する会議
か い ぎ

では、議事録
ぎ じ ろ く

を作成
さくせい

してほしい」「わかりやすいものを作
つく

るには、当事者
とうじしゃ

の意見
い け ん

を聞
き

いてほしい」

「市
し

のホームページを知的
ち て き

しょうがいのある人
ひと

にもわかるようにしてほしい」

「障害者
しょうがいしゃ

タブレット教室
きょうしつ

をもっと色々
いろいろ

な場所
ば し ょ

でやってほしい」「聴覚
ちょうかく

にしょうが

いのある人
ひと

が参加
さ ん か

する会議
か い ぎ

等
とう

（オンラインを含
ふく

む）では、資料
しりょう

を投影
とうえい

する等
など

して、資料
しりょう

と手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

を同じ
おな  

視界
し か い

に入る
は い  

ようにする等
など

の工夫
く ふ う

が必要
ひつよう

である」「聴覚
ちょうかく

にしょうがい
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のある人
ひと

は、会議
か い ぎ

等
とう

において、資料
しりょう

と手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

を同時
ど う じ

に見
み

ながら話
はなし

の内容
ないよう

を確認
かくにん

す

ることができないため、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

にタイムラグが出
で

てしまい、伝
つた

えるタイミング

を逸
いっ

してしまうので、進行
しんこう

には配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

しょうがいのある人
ひと

が円滑
えんかつ

に十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

を取得
しゅとく

できるよう、しょうがい特性
とくせい

に

応じた
おう    

媒体
ばいたい

や方法
ほうほう

で情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

し、行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

のアクセシビリティの向上
こうじょう

を

図ります
は か     

。 

行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

、特
とく

にしょうがいしゃ施策
し さ く

に関する
か ん   

情報
じょうほう

提供
ていきょう

については、当事者
とうじしゃ

の

意見
い け ん

を聞
き

きながら、わかりやすい情報
じょうほう

の提供
ていきょう

及
およ

び情報
じょうほう

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。 

視覚
し か く

や聴覚
ちょうかく

にしょうがいのある人
ひと

には、広報物
こうほうぶつ

の点訳版
てんやくばん

及
およ

び音読版
おんどくばん

の作成
さくせい

・貸出
かしだし

や

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

派遣
は け ん

事業
じぎょう

などの既存
き そ ん

事業
じぎょう

を継続
けいぞく

しつつ、支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

させます。 

また、知的
ち て き

しょうがいのある人
ひと

や盲
もう

ろう、失語症
しつごしょう

、その他
ほか

様々
さまざま

なしょうがいについ

ても、しょうがい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

方法
ほうほう

について調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

を進
すす

めます。 

市
し

のホームページについても、情報
じょうほう

アクセシビリティ3の確保
か く ほ

や向上
こうじょう

に努
つと

めます。

また、ＳＮＳ等
など

の様々
さまざま

な媒体
ばいたい

やＩＣＴ等
とう

の利
り

活用
かつよう

を促進
そくしん

し、しょうがいのある人
ひと

が

容易
よ う い

に取得
しゅとく

や利用
り よ う

ができて、わかりやすいものとなるように進
すす

めます。 

 

 

 

 

 

 

                                                   

3 情報
じょうほう

アクセシビリティ：年齢
ねんれい

やしょうがいの有無
う む

にかかわらず、必要
ひつよう

とする情報
じょうほう

を十分
じゅうぶん

に取得
しゅとく

でき、利用
り よ う

できること。 
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【指標
しひょう

】 

○国立市
くにたちし

から生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を集
あつ

めようとするときに困
こま

ることがあると感
かん

じたこ

とがある人
ひと

の割合
わりあい

（実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

数値
す う ち

） 

 今回
こんかい

調査
ちょうさ

 次回
じ か い

調査
ちょうさ

 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

2028年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

10年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 28.7% 15.0% 

 

○市
し

が主催
しゅさい

するイベントや会議
か い ぎ

等
とう

における手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の派遣
は け ん

 

 実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

派遣
は け ん

回数
かいすう

 54回
かい

 100回
かい

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、障害者
しょうがいしゃ

タブレット教室
きょうしつ

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、市報
し ほ う

くにたち発行
はっこう

に係る
か か  

事業
じぎょう

（点訳
てんやく

広報
こうほう

の発行
はっこう

／声
こえ

の広報
こうほう

の発行
はっこう

）[市長室
しちょうしつ

]、情報
じょうほう

発信
はっしん

等
など

広報
こうほう

施策
し さ く

に係
かかわ

る事業
じぎょう

（ホームページ管理
か ん り

運営
うんえい

）[市長室
しちょうしつ

]、

公民
こうみん

館
かん

だより発行
はっこう

に係る
かか  

事業
じぎょう

（点訳版
てんやくばん

作成
さくせい

／音訳
おんやく

CD等
など

吹
ふ

き込
こ

み）[公民館
こうみんかん

]、図書館
としょかん

運営
うんえい

に係
かかわ

る事業
じぎょう

（音訳
おんやく

・点訳
てんやく

・対面
たいめん

朗読
ろうどく

等
など

）[中央
ちゅうおう

図書館
としょかん

]等
など
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（２）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

【課題
か だ い

】 

しょうがいのある人
ひと

が地域
ち い き

社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

としてあらゆる分野
ぶ ん や

で地域
ち い き

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

するためには、その必要
ひつよう

とする情報
じょうほう

を十分
じゅうぶん

に取得
しゅとく

でき、円滑
えんかつ

に意思
い し

疎通
そ つ う

を

図れる
は か   

ことが重要
じゅうよう

となります。 

しょうがいのある人
ひと

が円滑
えんかつ

に意思
い し

表示
ひょうじ

やコミュニケーションを行
おこな

うことができる

よう、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を担
にな

う人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

、サービスの円滑
えんかつ

な利用
り よ う

の促進
そくしん

や支援
し え ん

機器
き き

の提供
ていきょう

を通
つう

じて意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図る
はか  

必要
ひつよう

があります。 

国立市
くにたちし

では、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

や高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

サロンの開催
かいさい

、市民
し み ん

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

に

おける手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
など

の派遣
は け ん

、市
し

役所
やくしょ

の窓口
まどぐち

業務
ぎょうむ

における手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の設置
せ っ ち

などの意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を実施
じ っ し

してきました。また、国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

が実施
じ っ し

する手話
し ゅ わ

講習会
こうしゅうかい

事業
じぎょう

を補助
ほ じ ょ

し、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の育成
いくせい

、聴覚
ちょうかく

しょうがいのある人
ひと

への理解
り か い

を深める
ふ か   

取
と

り

組み
く  

を支援
し え ん

してきました。 

しかしながら、支援
し え ん

が充足
じゅうそく

しているとは言
い

えず、特
とく

に緊
きん

急時
きゅうじ

の対応
たいおう

が困難
こんなん

な状 況
じょうきょう

です。 

意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることが困難
こんなん

なしょうがいのある人
ひと

に対して
たい    

、しょうがい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

したきめ細
こま

かい支援
し え ん

を実施
じ っ し

していく必要
ひつよう

があります。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「手話
し ゅ わ

講習会
こうしゅうかい

の開催
かいさい

回数
かいすう

を増
ふ

やすなどして、手話
し ゅ わ

を学ぶ
ま な  

機会
き か い

を

増やして
ふ    

ほしい」「子
こ

どもたちが手話
し ゅ わ

を覚えられる
お ぼ     

ようにしてほしい」「中途失聴
ちゅうとしっちょう

・

難聴
なんちょう

の方
かた

のために音声
おんせい

を文字化
も じ か

するアプリを使
つか

う支援
し え ん

（タブレット）などがあると

よい」「発達
はったつ

しょうがいや知的
ち て き

しょうがいのある人
ひと

など、コミュニケーション支援
し え ん

が

必要
ひつよう

な人
ひと

たちもいるので、新
あたら

しい展開
てんかい

をしてほしい」「意思
い し

疎通
そ つ う

のためには、話
はなし

を

聞く
き  

という姿勢
し せ い

をもつことが大切
たいせつ

」「病気
びょうき

により声
こえ

を発せられなく
は っ        

なったため、電話
で ん わ

で簡
かん

単
たん

に手続き
て つ づ  

できたことが突然
とつぜん

出来
で き

なくなり、更
さら

には配慮
はいりょ

もしてもらえず、大変
たいへん

な

思い
おも  

をしたことがある」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 
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【方向性
ほうこうせい

】 

しょうがいのある人
ひと

が、円滑
えんかつ

な意思
い し

表示
ひょうじ

やコミュニケーションを行
おこな

うことができ

るよう、既存
き ぞ ん

の支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

させていくと共
とも

に、当事者
とうじしゃ

の意見
い け ん

を聞
き

きながら、様々
さまざま

な

しょうがい特性
とくせい

に応じた
おう    

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

を進
すす

めます。 

国立市
くにたちし

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

が2023（令和
れ い わ

5）年
ねん

9月
がつ

に施行
し こ う

されたことを踏
ふ

まえ、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

に対
たい

する理解
り か い

、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

による意思
い し

疎通
そ つ う

の支援
し え ん

、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

を学ぶ
まな  

機会
き か い

の確保
か く ほ

等
など

、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

を使用
し よ う

しやすい環境
かんきょう

の構築
こうちく

を目指
め ざ

します。また、手話
し ゅ わ

講習会
こうしゅうかい

事業
じぎょう

の補助
ほ じ ょ

を継続
けいぞく

しつつ充実
じゅうじつ

させることで、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を養成
ようせい

し、登録
とうろく

手話通
しゅわつう

訳者数
やくしゃすう

の増加
ぞ う か

を図りつつ
は か     

、

緊急
きんきゅう

時
じ

にも対応
たいおう

できるように進
すす

めます。これらを、当事者
とうじしゃ

の方
かた

や手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を含
ふく

む

支援者
しえんしゃ

、国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

や東京
とうきょう

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

派遣
は け ん

センターとの協
きょう

議会
ぎ か い

を運営
うんえい

し

つつ実施
じ っ し

します。 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

のほかにも、意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることが困難
こんなん

なしょうがいのある人向
ひ と む

けの通
つう

訳者
やくしゃ

や介助者
かいじょしゃ

の養成
ようせい

及
およ

び人材
じんざい

確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

また、ＩＣＴの利
り

活用
かつよう

、時代
じ だ い

のニーズにあった日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の品目
ひんもく

の見直し
み な お  

、そ

の他
た

の支援
し え ん

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を進
すす

めます。 

 

【指標
しひょう

】 

○国立市
くにたちし

の登録
とうろく

手話通
しゅわつう

訳者数
やくしゃすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

通
つう

訳者数
やくしゃすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
7人

にん

 13人
にん
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○市
し

役所
やくしょ

の手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の設置
せ っ ち

日数
にちすう

（週
しゅう

） 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2026年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

8年度
ね ん ど

） 

日数
にっすう

 週
しゅう

3日
にち

 週
しゅう

5日
にち

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

事業
じぎょう

[福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

・しょういがいしゃ支援課
し え ん か

]、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

推進
すいしん

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、

中等度
ちゅうとうど

難聴児
なんちょうじ

発達
はったつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

促進
そくしん

に

係
かかわ

る事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]等
など
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基本
き ほ ん

方針
ほうしん

５．雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

・経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

（１）しょうがい特性
とくせい

に応じた
おう    

就労
しゅうろう

支援
し え ん

・雇用
こ よ う

促進
そくしん

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、「あなたは現在
げんざい

働
はたら

いていますか」という設問
せつもん

に対し
た い  

、20歳
さい

以上
いじょう

で「働
はたら

いている・福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

をしている」と答
こた

えた人
ひと

は、全体
ぜんたい

のうち 32.3％を占
し

め

ています（19歳
さい

以下
い か

を含
ふく

めると 28.4％）。 

しょうがいのある人
ひと

が、自
みずか

らの希望
き ぼ う

や力量
りきりょう

に応じた
おう    

働
はたら

き方
  かた

を選択
せんたく

でき、いきい

きと働
はたら

ける社会
しゃかい

を実現
じつげん

するために、その適性
てきせい

に応じて
おう    

能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

すること

ができるよう、多様
た よ う

な就 業
しゅうぎょう

の機会
き か い

を確保
か く ほ

することが求
もと

められています。 

また、そのしょうがい特性
とくせい

により、職 業
しょくぎょう

準備
じゅんび

、就 業
しゅうぎょう

継続
けいぞく

などといった各局面
かくきょくめん

に

おいては、様々
さまざま

な課題
か だ い

状 況
じょうきょう

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

ニーズが生
しょう

じるため、より専門的
せんもんてき

かつより

きめ細
こま

やかな支援
し え ん

を提供
ていきょう

することが課題
か だ い

となっております。 

更
さら

に、就 職
しゅうしょく

が叶った
かな    

としても職場
しょくば

環境
かんきょう

や仕事
し ご と

内容
ないよう

、人間
にんげん

関係
かんけい

等
など

を理由
り ゆ う

に、一年
ひとねん

以内
い な い

で退職
たいしょく

するケースが多
おお

く、職場
しょくば

定着率
ていちゃくりつ

の低
ひく

さも課題
か だ い

となっています。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「重度
じゅうど

のしょうがいのある方々
かたがた

の在宅
ざいたく

就労
しゅうろう

や介護
か い ご

を受
う

けながら

働ける
はたら    

仕組
し く

み作り
 づく   

について検討
けんとう

してほしい」「特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

で就労
しゅうろう

に向けて
む   

の訓練
くんれん

をし、しょうがいしゃ枠
わく

で一般
いっぱん

就労
しゅうろう

しても、まかせてもらえる仕事
し ご と

が少なく
す く   

、他
ほか

の

社員
しゃいん

とも馴染
な じ

めない」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

市
し

直営
ちょくえい

のしょうがいしゃ就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターを中核
ちゅうかく

とし、ハローワークや地域
ち い き

の

就労
しゅうろう

支援
し え ん

関連
かんれん

事業所
じぎょうしょ

と密接
みっせつ

に連携
れんけい

しながら、就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

するしょうがいのある人
ひと

の

就労
しゅうろう

機会
き か い

の拡大
かくだい

を図
はか

るとともに、しょうがいのある人
ひと

が安心
あんしん

して働
はたら

き続けられる
 つ づ      

よ

うに就労面
しゅうろうめん

の支援
し え ん

(就労前
しゅうろうまえ

、就労後
しゅうろうご

の支援
し え ん

)と生活
せいかつ

支援
し え ん

との一体的
いったいてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

を推進
すいしん

していきます。 

ハローワークや商工会
しょうこうかい

等
とう

との連携
れんけい

を密
みつ

にし、就労
しゅうろう

の場
ば

の創出
そうしゅつ

と職域
しょくいき

の拡大
かくだい

を

推進
すいしん

します。しょうがいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

経験
けいけん

やノウハウが乏
とぼ

しい民間
みんかん

企業
きぎょう

に対して
たい    

は、
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しょうがいのある人
ひと

の職場
しょくば

適応
てきおう

全般
ぜんぱん

に必要
ひつよう

な助言
じょげん

を行
おこな

い、必要
ひつよう

に応じて
お う   

職務
しょくむ

や職場
しょくば

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

を提案
ていあん

し職場
しょくば

への適応
てきおう

および定着
ていちゃく

を図
はか

ります。 

2024（令和
れ い わ

6）年
ねん

4月
がつ

より、これまで法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の算定
さんてい

にならなかった短時間
たんじかん

労働
ろうどう

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

、重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

および重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

についても算定
さんてい

されたこ

とから、新
あら

たな就 業
しゅうぎょう

機会
き か い

の拡
かく

大
だい

につなげていきます。  

また、介護
か い ご

を受けながら
う     

働
はたら

ける仕組みづくり
し く      

についても実施
じ っ し

に向けて
む   

検討
けんとう

を

進めます
す す     

。 

就労
しゅうろう

支援
し え ん

関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、就労
しゅうろう

選択
せんたく

支援
し え ん

や就労
しゅうろう

アセスメントの事例
じ れ い

検討
けんとう

や

情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

の場
ば

を設ける
もう    

ことにより、地域
ち い き

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

相互
そ う ご

の人材
じんざい

の育成
いくせい

、

支援力
しえんりょく

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

 

 

 

2023（令和5）年
202４（令和6）年

４月より
2026（令和８）年

７月より

2.6% 2.8% 3.0%

2.3% 2.5% 2.7%

従業員43.5人以上 従業員40人以上 従業員37.5人以上

2024（令和６）年
4月より追加措置

（単位：人） 短時間労働者 特定短時間労働者

30時間以上
20時間以上
30時間未満

10時間以上
20時間未満

1 0.5 －

重度 2 1 0.5

１ 0.5 －

重度 ２ 1 0.5

１ 　　　１（※） 0.5

　　　※当分の間の措置として、精神障害者である短時間労働者は、雇入れの日からの
　　　　期間等にかかわらず、１人をもって１人とみなすこととしています。

障害者雇用率制度について

例）民間企業の場合、法定雇用率が2.5％であれば、従業員40人以上雇用
　している企業では、障害者を１人以上雇用しなければなりません。

身体障害者

身体障害者

精神障害者

週所定
労働時間

国、地方自治体

民間企業

＜法定雇用率＞

従業員の一定割合（法定雇用率）以上の障害者の雇用を義務付けています。
（障害者雇用促進法４３条第１項）

＜算定基準＞

事業主の範囲

制度
せ い ど

の説明
せつめい

コ ラ ム 
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【指標
しひょう

】 

○20歳
さい

以上
いじょう

で就
しゅう

労
ろう

している人
ひと

の割合
わりあい

（実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

数値
す う ち

） 

 

今回
こんかい

調査
ちょうさ

 次回
じ か い

調査
ちょうさ

 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

2028年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

10年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 32.3% 40.0% 

 

○雇用
こ よ う

施策
し さ く

との連携
れんけい

による重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
など

就労
しゅうろう

支援
し え ん

特別
とくべつ

事業
じぎょう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4 年度） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11 年度） 

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 未実施
み じ っ し

 実施
じ っ し

 

 

○就労
しゅうろう

支援
し え ん

センター利用
り よ う

による新規
し ん き

一般
いっぱん

就労者数
しゅうろうしゃすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

就労者数
しゅうろうしゃすう

 5名
めい

 10名
めい

 

 

○就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターへのジョブコーチの配置
は い ち

人数
にんずう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

配置
は い ち

人数
にんずう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
0名

めい

 2名
めい
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○就労
しゅうろう

選択
せんたく

支援
し え ん

支給
しきゅう

決定者数
けっていしゃすう

（2025（令和
れ い わ

7）年
ねん

10月
がつ

より開始
か い し

予定
よ て い

） 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2025年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

7年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

支給
しきゅう

決定者数
けっていしゃすう

 ― 15名
めい

 

※ 制度
せ い ど

開始
か い し

の 2025（令和
れ い わ

7）年度
ね ん ど

は、6名
めい

を想定
そうてい

。    

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

しょうがいしゃ就労
しゅうろう

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、チャレンジ雇用
こ よ う

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]等
など
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（２）しょうがいのある人
ひと

の福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

【課題
か だ い

】 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が困難
こんなん

なしょうがいのある人
ひと

には、しょうがい特性
とくせい

やニーズに応
おう

じた

様々
さまざま

な就労
しゅうろう

の場
ば

を確保
か く ほ

することが必要
ひつよう

です。 

福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
など

は、しょうがいのある人
ひと

が仕事
し ご と

を通
つう

じて、自己
じ こ

実現
じつげん

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

、仲間
な か ま

づくりをするなど、地域
ち い き

生活
せいかつ

をするうえで欠
か

かせない「居場所
い ば し ょ

」となって

います。 

ただし、そこでの生産
せいさん

活動
かつどう

において得
え

られる収 入
しゅうにゅう

は依然
い ぜ ん

として低
ひく

い水準
すいじゅん

にとど

まっています。 

背景
はいけい

として、利用者
りようしゃ

の高齢化
こうれいか

も進
すす

むなかで，利用者
りようしゃ

の多様
た よ う

な特性
とくせい

に対応
たいおう

しようとす

ると事業所
じぎょうしょ

としての収益
しゅうえき

の確保
か く ほ

は難
むずか

しいこと。それに加
くわ

え、受注
じゅちゅう

の不安定
ふあんてい

さ、事業
じぎょう

の展開力
てんかいりょく

の弱
よわ

さ、支援者
しえんしゃ

の専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

も課題
か だ い

となっています。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「働
はたら

くしょうがいしゃが、きちんと生活
せいかつ

できるお 金
   かね 

がもらえるよ

うにしてほしい」「民間
みんかん

企業
きぎょう

と連携
れんけい

した商品
しょうひん

開発
かいはつ

等
とう

の支援
し え ん

をしてほしい」等
など

の意見
い け ん

が

寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

市内
し な い

の福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所間
じぎょうしょかん

で、各施設
かくしせつ

の利用者
りようしゃ

支援
し え ん

についての課題
か だ い

や収
しゅう

益
えき

力
りょく

の強化
きょうか

などを検討
けんとう

するための事業所
じぎょうしょ

連携
れんけい

を支援
し え ん

していきます。それにより、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

におけるしょうがいのある人
ひと

にとっての居心地
い ご こ ち

の良さ
よ  

や、就労
しゅうろう

機会
き か い

の拡充
かくじゅう

、工賃
こうちん

水準
すいじゅん

の向上
こうじょう

のための情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

を促進
そくしん

していきます。 

また、市役
し や く

所内
しょない

において、優先
ゆうせん

調達法
ちょうたつほう

の周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を行
おこな

い、各部
か く ぶ

各課
か く か

での意識
い し き

の

醸成
じょうせい

を進
すす

めます。「国立市
くにたちし

における就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
など

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、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
など

の提
てい

供
きょう

する物品
ぶっぴん

・サービスの優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

（調達
ちょうたつ

）の一層
いっそう

の推進
すいしん

に努
つと

め、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の機会
き か い

を拡充
かくじゅう

します。 

更
さら

に、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
など

の安定的
あんていてき

な運営
うんえい

支援
し え ん

のため、引
ひ

き続き
つ づ  

運営費
うんえいひ

の一部
い ち ぶ
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補助
ほ じ ょ

等
など

を実施
じ っ し

していきます。 

 

【指標
しひょう

】 

○優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

件数
けんすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

件数
けんすう

 10件
けん

 15件
けん

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

国立市
くにたちし

における就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
など

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

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、

日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス推進
すいしん

事業
じぎょう

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、通所
つうしょ

訓練
くんれん

事業
じぎょう

運営
うんえい

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]等
など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

- 63 - 

 

 

（３）新
あら

たな働く
はたら  

場
ば

である、「ソーシャルファーム」創設
そうせつ

支援
し え ん

 

【課題
か だ い

】 

しょうがいのある人
ひと

、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

、引きこもり
ひ    

の若者
わかもの

などが抱
かか

える就労
しゅうろう

の困難
こんなん

さが、

「貧困
ひんこん

」や「社会
しゃかい

からの孤立
こ り つ

・排除
はいじょ

」の要因
よういん

の一つ
ひと  

とされています。 

これらの方々
かたがた

に対する
たい    

就労
しゅうろう

支援
し え ん

はそれぞれの制度
せ い ど

ごとに対象
たいしょう

が限定
げんてい

されており、

または制度
せ い ど

が未整備
み せ い び

であるため、包括的
ほうかつてき

に支える
ささ    

仕組
し く

みの必要性
ひつようせい

が指摘
し て き

されています。 

しょうがいしゃ就労
しゅうろう

の場面
ば め ん

においては、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

と一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の間
あいだ

には大きな
おお    

ハードルがあり、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

は難しい
むずか   

現状
げんじょう

にあります。 

こうした課題
か だ い

の解決
かいけつ

策
さく

の一つ
ひ と  

として、「ソーシャルファーム」が注目
ちゅうもく

されています。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「しょうがいしゃの働
はたら

き方
かた

は低賃金
ていちんぎん

での働き方
はたら  かた

が当
あ

たり前
まえ

とされ

てきたが、ソーシャルファームなどのような働
はたら

き方
かた

に変
か

えていくことも必要
ひつよう

」等
とう

の

意見
い け ん

が寄せ
よ  

られています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

ソーシャルファームは、しょうがいのある人
ひと

を含めた
ふく    

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に困難
こんなん

を抱える
かか    

人
ひと

が、必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

を受
う

けながら、他
ほか

の従 業 員
じゅうぎょういん

と共
とも

に働く
はたら 

ことができる共同型
きょうどうがた

システ

ムの下
もと

で、市場
しじょう

価値
か ち

のある商品
しょうひん

・サービスを創出
そうしゅつ

し、仕事
し ご と

や収益
しゅうえき

を生
う

み出し
だ  

なが

ら自律的
じりつてき

な経済
けいざい

活動
かつどう

を行
おこな

います。 

そこでは、しょうがいのある人
ひと

の特性
とくせい

に適応
てきおう

した作業
さぎょう

システムや作業
さぎょう

環境
かんきょう

を構築
こうちく

することでしょうがいしゃの雇用
こ よ う

拡大
かくだい

につながります。また、しょうがいのある人
ひと

が

働く
はたら 

喜
よろこ

びと技能
ぎ の う

・専門
せんもん

能力
のうりょく

を習
しゅう

得
とく

できる場
ば

となります。仕事
し ご と

を通して
とお    

社会
しゃかい

と接する
せ っ   

ことで社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

につながります。そして、何
なに

よりも生活
せいかつ

できる賃金
ちんぎん

を得
え

られる

可能性
かのうせい

があることが期待
き た い

されます。 

市内
し な い

においても新
あら

たな働く
はたら 

場
ば

である、「ソーシャルファーム」創設
そうせつ

への契機
け い き

となる

よう、先駆的
せんくてき

な事例
じ れ い

の紹介
しょうかい

や公的
こうてき

な助成
じょせい

等
とう

の周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 
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【指標
しひょう

】 

○ソーシャルファームに関
かん

する講演会
こうえんかい

・研修会
けんしゅうかい

等
とう

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

実施
じ っ し

回数
かいすう

 0回
かい

 1回
かい
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（４）しょうがいのある人
ひと

の経済的
けいざいてき

な自立
じ り つ

を支援
し え ん

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、「地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らしていくためには、どのようなことが

重要
じゅうよう

ですか」という設問
せつもん

に対し
た い  

、「経済的
けいざいてき

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

」と答
こた

えた人
ひと

が 28.4％と、「し

ょうがいや病気
びょうき

に対する
たい    

理解
り か い

の促進
そくしん

」の 34.9％に次
つ

いで多く
お お  

なっています。 

しょうがいのある人
ひと

が、地域
ち い き

で安心
あんしん

して自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を営
いとな

むためには、雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の促進
そくしん

に関する
か ん   

施策
し さ く

と福祉
ふ く し

施策
し さ く

との適切
てきせつ

な組み合わせ
く  あ   

のもと、年金
ねんきん

や諸手当
しょてあて

を受給
じゅきゅう

しつつ、各種
かくしゅ

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

などを活用
かつよう

する必要
ひつよう

があります。 

しょうがいのある人
ひと

が、制度
せ い ど

を知らない
し    

、理解
り か い

が十分
じゅうぶん

でないために利用
り よ う

できない、

といったことが無
な

いようにすることが重要
じゅうよう

です。また同様
どうよう

に家族
か ぞ く

や支援者
しえんしゃ

において

も十分
じゅうぶん

に理解
り か い

していただく必要
ひつよう

があります。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「当事者
とうじしゃ

の立場
た ち ば

に沿
そ

った窓口
まどぐち

対応
たいおう

、わかりやすい冊子
さ っ し

や書類
しょるい

を作成
さくせい

し

てほしい」「手当
て あ て

や制度
せ い ど

などが一覧
いちらん

となったものがほしい」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられてい

ます。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

障害
しょうがい

年金
ねんきん

の受給
じゅきゅう

資格
し か く

を有
ゆう

するしょうがいのある人
ひと

が、その制度
せ い ど

の存在
そんざい

や手続
て つ づ

き

方法
ほうほう

などの理解
り か い

が十分
じゅうぶん

でないことにより、本来
ほんらい

、受給
じゅきゅう

できるはずの障害
しょうがい

年金
ねんきん

を受
う

け

取る
と  

ことができないことのないよう、制度
せ い ど

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

と手続き
て つ づ  

の支援
し え ん

に引き続き
ひ  つ づ  

取
と

り組み
く  

ます。 

これまでも、手帳
てちょう

の新規
し ん き

取得
しゅとく

時
じ

や転入
てんにゅう

手続
て つ づ

き時
じ

等
など

に、利用
り よ う

できるサービス等
とう

につ

いて網羅的
もうらてき

に説明
せつめい

してきています。今後
こ ん ご

も、各種
かくしゅ

手当
て あ て

等
など

の周知
しゅうち

に努める
つ と   

とともに、そ

の適切
てきせつ

な支給
しきゅう

を引
ひ

き続き行います
つ づ  お こ な    

。 

また、各種
かくしゅ

手帳
てちょう

等
など

の転入
てんにゅう

手続
て つ づ

きを忘
わす

れる方
かた

がいる場合
ば あ い

もあるため、引
ひ

き続き
つ づ  

手帳
てちょう

の

転入
てんにゅう

手続
て つ づ

きや手当
て あ て

や助成
じょせい

制度
せ い ど

などの継続的
けいぞくてき

な周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

生活
せいかつ

に困
こん

窮
きゅう

している世帯
せ た い

に対して
たい    

は、福祉
ふ く し

総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

（ふくふく窓口
まどぐち

）と連携
れんけい

し、
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給付
きゅうふ

や貸付
かしつけ

、家計
か け い

の見直し
み な お  

など生活
せいかつ

の立て直し
た  な お  

のための支援
し え ん

を行います
お こ な    

。 

 

【指標
しひょう

】 

○各種
かくしゅ

手当
て あ て

、助成
じょせい

等
とう

制度
せ い ど

等
など

市報
し ほ う

掲載
けいさい

回数
かいすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

掲載
けいさい

回数
かいすう

 1回
かい

 4回
かい

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

各種
かくしゅ

手当
て あ て

、給付
きゅうふ

、助成
じょせい

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

給付
きゅうふ

金
きん

事業
じぎょう

[福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

]、

家計
か け い

改善
かいぜん

支援
し え ん

事業
じぎょう

[福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

]等
など
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基本
き ほ ん

方針
ほうしん

６．保健
ほ け ん

の推進
すいしん

・医療
いりょう

との連携
れんけい

強化
きょうか

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、現在
げんざい

の幸福度
こうふくど

について尋
たず

ねた設問
せつもん

に関連
かんれん

し、「幸福度
こうふくど

を考える
かんが   

際
さい

に重視
じゅうし

したことを選
えら

んでください」の設問
せつもん

に対し
た い  

、「健康
けんこう

状 況
じょうきょう

」と答
こた

えた人
ひと

が 65.8％

と最
もっと

も多く
お お  

、健康
けんこう

に対する
た い   

関心
かんしん

の高さ
た か  

が窺え
うかが 

ます。 

また、「あなたの暮
く

らしている地域
ち い き

は、医療
いりょう

機関
き か ん

が充実
じゅうじつ

していると思
おも

いますか」の

設問
せつもん

に対し
た い  

、60.9％の人
ひと

が、「非常
ひじょう

にあてはまる」または「ある程度
て い ど

あてはまる」と

回答
かいとう

しています。 

しょうがいのある人
ひと

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

・増進
ぞうしん

を図
はか

るためには、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

と福祉
ふ く し

との連携
れんけい

を図る
は か  

必要
ひつよう

があります。特
とく

に健康面
けんこうめん

の自己
じ こ

管理
か ん り

に困難
こんなん

さがあるしょうがいのある人
ひと

に

おいては、生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

が課題
か だ い

となります。 

精神
せいしん

しょうがいのある人
ひと

に対
たい

しては、変化
へ ん か

しやすい精神
せいしん

症 状
しょうじょう

に的確
てきかく

に対応
たいおう

できる

よう、特
とく

に医療
いりょう

と福祉
ふ く し

との連携
れんけい

による支援
し え ん

体制
たいせい

が不可欠
ふ か け つ

です。 

また、地域
ち い き

で暮らす
く   

しょうがいのある人
ひと

の生活
せいかつ

を支
ささ

える家族
か ぞ く

や支援者
しえんしゃ

等
とう

に対
たい

して、

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や相談
そうだん

対応
たいおう

などの支援
し え ん

を行う
おこな 

ことも、生活
せいかつ

の安定
あんてい

には必要
ひつよう

となり

ます。 

人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

の使用
し よ う

などの医療的
いりょうてき

ケアを受
う

けながら地域
ち い き

生活
せいかつ

を送る
お く  

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

が

徐々
じょじょ

に増えて
ふ   

きています。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、関係
かんけい

機関
き か ん

の

連携
れんけい

強化
きょうか

や、在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を支
ささ

えるサービスの充実
じゅうじつ

が課題
か だ い

となっています。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「学校
がっこう

に親
おや

の付
つ

き添い
そ  

なしでも通
かよ

えるようにしてほしい」「重度
じゅうど

のし

ょうがいのある人
ひと

が、入院
にゅういん

時
じ

においても、必要
ひつよう

な介護
か い ご

サービスを柔軟
じゅうなん

に利用
り よ う

できる

ようにしてほしい」「病気
びょうき

や健康
けんこう

のことについて気軽
き が る

に相談
そうだん

できる出 張
しゅっちょう

相談
そうだん

や直接
ちょくせつ

学
まな

べる講習会
こうしゅうかい

などを実施
じ っ し

してほしい」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

しょうがいのある人
ひと

が、健康
けんこう

を維
い

持
じ

し、安定
あんてい

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を送れる
お く   

ようにするため

に、健康
けんこう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の案内
あんない

、日々
ひ び

の健康
けんこう

管理
か ん り

や健康診査
けんこうしんさ

等
とう

の定期
て い き

受診
じゅしん

について、本人
ほんにん

の
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みならず家族
か ぞ く

や支援者
しえんしゃ

に対
たい

しても周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

に取
と

り組み
く  

ます。 

地域
ち い き

の保健
ほ け ん

・医療
いりょう

機関
き か ん

や精神
せいしん

しょうがいのある人
ひと

に関わる
か か   

民間
みんかん

事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

を

強化
きょうか

し、長期
ちょうき

入院
にゅういん

からの地域
ち い き

移行
い こ う

、ピアサポートの活用
かつよう

等
など

をとおして、精神
せいしん

しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

が安心
あんしん

して地域
ち い き

生活
せいかつ

が送
おく

れるよう「精神
せいしん

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

」に取
と

り組み
く

ます。 

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

を受けられる
う    

よう、支援
し え ん

方策
ほうさく

等
など

を包括的
ほうかつてき

に協議
きょうぎ

する連携
れんけい

会議
か い ぎ

を設置
せ っ ち

し、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の支援
し え ん

に関する
かん    

課題
か だ い

や情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

等
など

、連携
れんけい

を強化
きょうか

しま

す。 

訪問
ほうもん

看護事
か ん ご じ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

し、家族
か ぞ く

の一時
い ち じ

休息
きゅうそく

やリフレッシュ、就労
しゅうろう

など、

在宅
ざいたく

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か     

。 

重度
じゅうど

のしょうがいのある人
ひと

が入院
にゅういん

した際
さい

に、病院
びょういん

においても必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

ける

ことができ、安心
あんしん

して入院
にゅういん

生活
せいかつ

が送れる
お く   

よう、医療
いりょう

機関
き か ん

に引
ひ

き続き
つ づ  

働
はたら

きかけていき

ます。また、入院
にゅういん

時
じ

に制度
せ い ど

が使える
つか    

ことについて、重度
じゅうど

のしょうがいのある人
ひと

や

支援者
しえんしゃ

への周知
しゅうち

に努めます
つ と    

。 

 

【指標
しひょう

】 

○しょうがいのある人
ひと

（家族
か ぞ く

や支援者
しえんしゃ

を含む
ふ く  

）からの健康
けんこう

・栄養
えいよう

相談
そうだん

および特定
とくてい

健
けん

診
しん

相談
そうだん

件数
けんすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

年間
ねんかん

相談
そうだん

件数
けんすう

 

（延
の

べ） 
55件

けん

 80件
けん
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○医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

コーディネーターの配置
は い ち

人数
にんずう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

人数
にんずう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
2名

めい

 8名
めい

 

 

〇医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

在宅
ざいたく

レスパイト事業
じぎょう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2026年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

8年度
ね ん ど

） 

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 未実施
み じ っ し

 実施
じ っ し

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

健康
けんこう

相談
そうだん

・栄養
えいよう

相談
そうだん

[健康
けんこう

まちづくり戦略室
せんりゃくしつ

]、国立市健康診査
くにたちしけんこうしんさ

・特定
とくてい

健
けん

診
しん

[健康
けんこう

まち

づくり戦略室
せんりゃくしつ

]、ゲートキーパー養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

[健康
けんこう

まちづくり戦略室
せんりゃくしつ

]、自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、くにたち精神
せいしん

しょうがいしゃ支援
し え ん

連絡会
れんらくかい

[しょうがいし

ゃ支援課
し え ん か

]等
など
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基本
き ほ ん

方針
ほうしん

７．安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

（１）バリアフリーのまちづくりの推進
すいしん

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、「あなたの暮
く

らしている地域
ち い き

では、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

で、好
す

きな時
とき

に好
す

きなところへ移動
い ど う

ができますか」の設問
せつもん

に対し
た い  

、57.6％の人
ひと

が「ある程度
て い ど

あて

はまる」または「非常
ひじょう

にあてはまる」と回答
かいとう

しています。 

また、「あなたが余暇
よ か

活動
かつどう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

をするうえで、特
とく

に妨げ
さまた 

になっていることは

ありますか？」の設問
せつもん

に対し
た い  

、34.9％の人
ひと

が「特
とく

にない」と最
もっと

も多く
お お  

、他
ほか

に16.1％

の人
ひと

が「電車
でんしゃ

やバスを使
つか

っての移動
い ど う

がしづらい」、9.4％の人
ひと

が「道路
ど う ろ

や建物内
たてものない

での移動
い ど う

がしづらい」と回答
かいとう

しています。 

しょうがいのある人
ひと

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、誰
だれ

もが安全
あんぜん

で移動
い ど う

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

に取り組む
と  く  

必要
ひつよう

があります。 

国立市
くにたちし

においては、市内
し な い

にある公共
こうきょう

施設
し せ つ

、歩行
ほ こ う

空間
くうかん

や自転
じ て ん

車道
しゃどう

の段差
だ ん さ

改良
かいりょう

等
など

の

整備
せ い び

を順次
じゅんじ

進
すす

めてきていますが、老朽化
ろうきゅうか

している公共
こうきょう

施設
し せ つ

が多
おお

いなど、バリアフリ

ー対応
たいおう

となっていない施設
し せ つ

や道路
ど う ろ

が点在
てんざい

しています。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「歩道
ほ ど う

が極端
きょくたん

に狭
せま

く車椅子
くるまいす

が通
とお

れない場所
ば し ょ

がある」「病院
びょういん

やクリニ

ックにもちょっとした段差
だ ん さ

がある」「バリアフリー点検
てんけん

をしてきたが、まだまだ改善
かいぜん

さ

れていない箇所
か し ょ

が多い
お お  

」「バスや鉄道
てつどう

の運転士
うんてんし

などの態度
た い ど

に不快
ふ か い

な思
おも

いをしたことが

ある」「バスの運賃表
うんちんひょう

や時刻表
じこくひょう

が分
わ

かりづらい」「市内
し な い

のバスを安
やす

く利用
り よ う

できるよう

にしてほしい」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

しょうがいのある人
ひと

が、移動
い ど う

しやすくなるよう、引
ひ

き続き
つ づ  

リフトカー等
とう

の移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

に務
つと

めます。 

道路
ど う ろ

整備
せ い び

や公共
こうきょう

施設
し せ つ

、交通
こうつう

機関
き か ん

等
など

のバリアフリー化
か

をより一層
いっそう

推進
すいしん

するとともに、
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新規
し ん き

のものについては、ユニバーサルデザイン4の考
かんが

え方
かた

に基
もと

づき整備
せ い び

をし、当事者
とうじしゃ

の意見
い け ん

を参考
さんこう

にしながら、しょうがいのある人
ひと

に配慮
はいりょ

したまちづくりを推進
すいしん

します。 

また、引
ひ

き続き
つ づ  

、バス停
てい

の改良
かいりょう

やスロープの設置
せ っ ち

など、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

をより利用
り よ う

しやすくなるための対策
たいさく

について運行
うんこう

会社
がいしゃ

と連携
れんけい

し推進
すいしん

します。 

 

【指標
しひょう

】 

○余暇
よ か

活動
かつどう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

をするうえで、特
とく

に妨げ
さまた 

になっていることが「特
とく

にない人
ひと

」の 

割合
わりあい

（実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

数値
す う ち

） 

 

今回
こんかい

調査
ちょうさ

 次回
じ か い

調査
ちょうさ

 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

2028年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

10年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 34.9％ 45.0％ 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

ガソリン費
ひ

助成
じょせい

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、福祉
ふ く し

タクシー利用券
りようけん

[しょうがいしゃ

支援課
し え ん か

]、しょうがいのある人
ひと

の運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

経費
け い ひ

助成
じょせい

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、リフ

トカー運行
うんこう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]等
など

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

4 ユニバーサルデザイン：文化
ぶ ん か

・言語
げ ん ご

・国籍
こくせき

の違
ちが

いや年齢
ねんれい

・性別
せいべつ

・能力
のうりょく

の差異
さ い

、しょうがいの有無
う む

などに関
かか

わらず、最初
さいしょ

からできるだけ多
おお

くの人
ひと

が利用
り よ う

できるようにすることを目的
もくてき

にした設計
せっけい

や

工夫等
くふうとう

。 
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（２）しょうがい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

【課題
か だ い

】 

過去
か こ

に甚大
じんだい

な被害
ひ が い

をもたらした震災
しんさい

等
とう

の災害
さいがい

を契機
け い き

に市民
し み ん

の防災
ぼうさい

意識
い し き

は高まる
たか    

傾向
けいこう

にあります。しかしながら、実態
じったい

調査
ちょうさ

によると「あなたは災害
さいがい

時
じ

の対策
たいさく

をどのよ

うに立
た

てていますか」という設問
せつもん

に対し
た い  

、「特
とく

に対策
たいさく

は立
た

てていない」と回答
かいとう

した人
ひと

は全体
ぜんたい

の 26.1％となっており、防災
ぼうさい

に関する
か ん   

知識
ち し き

の普及
ふきゅう

と啓発
けいはつ

は急務
きゅうむ

といえます。 

しょうがいがある人
ひと

が住み慣れた
す  な   

地域
ち い き

で安心
あんしん

・安全
あんぜん

に暮らし続ける
く   つ づ   

ためには、緊急
きんきゅう

時
じ

や災害
さいがい

時
じ

の対策
たいさく

は重要
じゅうよう

な要素
よ う そ

であるといえます。 

阪神
はんしん

淡路
あ わ じ

大震災
だいしんさい

や東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

等
など

の過去
か こ

の災害
さいがい

においては、高齢者
こうれいしゃ

やしょうがいの

ある人
ひと

等
とう

の要配慮者
ようはいりょしゃ

における被災
ひ さ い

事例
じ れ い

が多
おお

くなっており、災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

に支援
し え ん

を要
よう

す

る人
ひと

の把握
は あ く

が必要
ひつよう

となります。 

また、緊急
きんきゅう

時
じ

や災害
さいがい

時
じ

は、しょうがい特性
とくせい

によって、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

や他者
た し ゃ

とのコミ

ュニケーションが特
とく

に困難
こんなん

な状 況
じょうきょう

となります。災害
さいがい

時
じ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

し、

適切
てきせつ

に避難
ひ な ん

するためには、地域
ち い き

全体
ぜんたい

でしょうがい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した支援
し え ん

が求め
も と  

られます。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「様々
さまざま

なしょうがいに合
あ

わせて、その対応
たいおう

や必要
ひつよう

なものを事前
じ ぜ ん

に確認
かくにん

した方
ほう

がよい」「日頃
ひ ご ろ

からしょうがいがある方
かた

への理解
り か い

や周知
しゅうち

、備
そな

えが必要
ひつよう

である」

「防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を当事者
とうじしゃ

と共
とも

に行
おこな

っていく必要
ひつよう

がある」「視覚
し か く

しょうがい、発達
はったつ

しょう

がい、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

しょうがい、盲
もう

ろう、難病
なんびょう

の人
ひと

の支援
し え ん

についても検討
けんとう

が必要
ひつよう

であ

る」「引
ひ

き続き
つ づ  

、東京都
とうきょうと

障害者
しょうがいしゃ

スポーツセンターと福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の協定
きょうてい

を結ん
む す  

でもら

えるよう交渉
こうしょう

を続けて
つづ    

ほしい」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

市民
し み ん

ぞれぞれが可能
か の う

な範囲
は ん い

で日頃
ひ ご ろ

から災害
さいがい

に備
そな

えることが出来
で き

るように防災
ぼうさい

に関
かん

する知識
ち し き

の普及
ふきゅう

と啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

また、防災
ぼうさい

訓練
くんれん

等
など

へのしょうがいのある人
ひと

の参加
さ ん か

促進
そくしん

など、地域
ち い き

での避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

の

取
と

り組み
く  

を支援
し え ん

していくことで、地域
ち い き

全体
ぜんたい

でしょうがい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した災害
さいがい

支援
し え ん

体制
たいせい
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の確立
かくりつ

に努めます
つ と     

。 

大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

の発災
はっさい

時
じ

の避難
ひ な ん

については、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

の更新
こうしん

及
およ

び管理
か ん り

を

継続
けいぞく

して実施
じ っ し

していくと共
とも

に避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

を推進
すいしん

すること

で、しょうがいのある人
ひと

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

が速やか
す み   

に行
おこな

えるように支援
し え ん

していきます。 

災害
さいがい

時
とき

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

としては、防災
ぼうさい

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

や市
し

のホームページ、くにたちメー

ル、各種
かくしゅ

SNS等
とう

を活用
かつよう

し、避難
ひ な ん

行動
こうどう

及
およ

び避難
ひ な ん

生活
せいかつ

にて必要
ひつよう

となる適切
てきせつ

な情報
じょうほう

をすみ

やかに提供
ていきょう

できるよう努
つと

めます。 

また、しょうがい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

伝達
でんたつ

方法
ほうほう

について調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

していきます。 

福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

については、災害
さいがい

時
じ

においても福祉
ふ く し

や医療
いりょう

サービスを継続
けいぞく

して行える
おこな   

よ

うに社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

の活用
かつよう

を推進
すいしん

します。 

 

【指標
しひょう

】 

○災害
さいがい

時
じ

の対策
たいさく

を特
とく

に対策
たいさく

は立てて
た  

いない人
ひと

の割合
わりあい

（実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

数値
す う ち

） 

 

今回
こんかい

調査
ちょうさ

 次回
じ か い

調査
ちょうさ

 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 26.1% 13.0％ 

 

○福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の協定数
きょうていすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

協
きょう

定数
ていすう

 

（年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

） 
14協定

きょうてい

 15協定
きょうてい
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【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

ヘルプカード作成
さくせい

促進
そくしん

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、災害
さいがい

時用
じ よ う

しょうがいしゃ支援
し え ん

バ

ンダナ作成
さくせい

事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の確保
か く ほ

、運営
うんえい

訓練
くんれん

事業
じぎょう

[しょうが

いしゃ支援課
し え ん か

、防災
ぼうさい

安全課
あんぜんか

]、家具
か ぐ

転倒
てんとう

防止
ぼ う し

器具
き ぐ

等
とう

支給
しきゅう

・取付
とりつけ

事業
じぎょう

[防災
ぼうさい

安全課
あんぜんか

]、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

管理
か ん り

事業
じぎょう

[福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

]、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

作成
さくせい

事業
じぎょう

[福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

]等
など
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（３）防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

【課題
か だ い

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると「あなたの暮
く

らしている地域
ち い き

は、防犯
ぼうはん

対策
たいさく

（交番
こうばん

・街灯
がいとう

・防犯
ぼうはん

カ

メラ・住民
じゅうみん

の見守り
み ま も  

等
とう

）が整
ととの

っており、治安
ち あ ん

がよいと思
おも

いますか」という設問
せつもん

に対し
た い  

、

「あまりあてはまらない」「全
まった

くあてはまらない」と回答
かいとう

した人
ひと

は全体
ぜんたい

の 19.0％を

占
し

めています。 

地域
ち い き

で安心
あんしん

・安全
あんぜん

に暮
く

らし続ける
つ づ   

ためには、地域
ち い き

でお互い
 た が  

に見守
み ま も

りや声掛け
こ え か  

ができ

るような、犯罪
はんざい

や消費者
しょうひしゃ

トラブルを未然
み ぜ ん

に防止
ぼ う し

できるまちづくりが必要
ひつよう

となります。 

また、しょうがいのある人
ひと

は、犯罪
はんざい

被害
ひ が い

や消費者
しょうひしゃ

トラブル等
とう

に遭
あ

う危険性
きけんせい

が高
たか

いこ

とから、しょうがい特性
とくせい

に応
おう

じた取
と

り組み
く  

が必要
ひつよう

となります。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らしたい」「泥棒
どろぼう

や詐欺
さ ぎ

、痴漢
ち か ん

の被害
ひ が い

にあいた

くない」「わかりやすく防犯
ぼうはん

について教えて
お し   

ほしい」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

しょうがいのある人
ひと

を犯罪
はんざい

から守
まも

り、安心
あんしん

・安全
あんぜん

なまちづくりを推進
すいしん

するため、防犯
ぼうはん

活動
かつどう

の支援
し え ん

や犯罪
はんざい

被害
ひ が い

防止
ぼ う し

のための広報
こうほう

や啓発
けいはつ

を行
おこな

うとともに、防犯
ぼうはん

活動
かつどう

を警察
けいさつ

署
しょ

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し推進
すいしん

いたします。 

また、犯罪
はんざい

や消費者
しょうひしゃ

トラブルを未然
み ぜ ん

に防ぐ
ふ せ  

ため、近隣
きんりん

での日々
ひ び

の見守
み ま も

りや声
こえ

かけが

できるような地域
ち い き

づくりを支援
し え ん

します。 

 

【指標
しひょう

】 

○防犯
ぼうはん

対策
たいさく

や治安
ち あ ん

がよくないと思
おも

っている人
ひと

の割合
わりあい

（実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

数値
す う ち

） 

 

今回
こんかい

調査
ちょうさ

 次回
じ か い

調査
ちょうさ

 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

2028年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

10年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 19.0% 10.0% 



                                                                   

- 76 - 

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

くにたちメール等
など

を活用
かつよう

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

[防災
ぼうさい

安全課
あんぜんか

、しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、各種
かくしゅ

制度
せ い ど

に基
もと

づく金銭
きんせん

管理
か ん り

・書類
しょるい

管理
か ん り

の支援
し え ん

による被害
ひ が い

防止
ぼ う し

[福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

、しょうがいし

ゃ支援課
し え ん か

]、職員
しょくいん

による防犯
ぼうはん

パトロール[防災
ぼうさい

安全課
あんぜんか

]、国立市
くにたちし

防犯
ぼうはん

協会
きょうかい

による青色
あおいろ

防犯
ぼうはん

パトロール活動
かつどう

[防災
ぼうさい

安全課
あんぜんか

]等
など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

- 77 - 

 

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

８．文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ等
とう

の振興
しんこう

 

（１）文化
ぶ ん か

活動
かつどう

等
など

の支援
し え ん

 

【課題
か だ い

】 

しょうがいのある人
ひと

がスポーツや文化
ぶ ん か

活動
かつどう

など様々
さまざま

な社会
しゃかい

活動
かつどう

に参加
さ ん か

することは、

自身
じ し ん

の個性
こ せ い

や能力
のうりょく

を新た
あ ら た

に見出
み い だ

すきっかけとなるだけでなく、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に

向け
む  

、しょうがいのある人
ひと

に対する
た い   

理解
り か い

を深める
ふ か   

ことにもつながるため、とても重要
じゅうよう

です。 

しかしながら、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を行
おこな

う際
さい

に、しょうがいのある人
ひと

に対する
たい    

物理的
ぶつりてき

・

心理的
しんりてき

障壁
しょうへき

が依然
い ぜ ん

として残
のこ

っていたり、しょうがいのある人
ひと

自身
じ し ん

に十分
じゅうぶん

な支援
し え ん

や

情報
じょうほう

が届かなかったり
と ど       

するなどといった課題
か だ い

があります。 

また、しょうがいの有無
う む

に関わらず
か か    

、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

は、誰
だれ

もが対等
たいとう

に享受
きょうじゅ

し、創造
そうぞう

する権利
け ん り

をもっているということも合
あ

わせて周知
しゅうち

啓発
けいはつ

していく必要
ひつよう

があります。 

市民
し み ん

等
など

からは、「市内
し な い

での文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

をする場
ば

は限られて
か ぎ     

おり、また予約
よ や く

などが

難
むずか

しく、利用料
りようりょう

などもかかるため利用
り よ う

しにくい」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

しょうがいのある人
ひと

が文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に接
せっ

し、より関心
かんしん

を持つ
も  

ことができるよう、

庁内
ちょうない

の関係
かんけい

部署間
ぶしょかん

で連携
れんけい

を密
みつ

にしながらしょうがいしゃ週間
しゅうかん

などのイベント等
など

を

開催
かいさい

することで、周知
しゅうち

に努めて
つ と   

いきます。 

しょうがいのある人
ひと

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の裾野
す そ の

がより広
ひろ

がるよう、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

な

どの地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

を行
おこな

いながら、市内
し な い

での作品展
さくひんてん

の開催
かいさい

や、映画
え い が

上映
じょうえい

、

舞台
ぶ た い

公演
こうえん

などの機会
き か い

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
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【指標
しひょう

】 

○地域
ち い き

において余暇
よ か

活動
かつどう

（※）をしたと回答
かいとう

した人
ひと

の割合
わりあい

（実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

数値
す う ち

） 

※ コンサート、映画
え い が

、スポーツなどの鑑賞
かんしょう

や地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

 

 

今回
こんかい

調査
ちょうさ

 次回
じ か い

調査
ちょうさ

 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

2028年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

10年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 33.5％ 40.0％ 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

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

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

[しょうがい

しゃ支援課
し え ん か

]、高次
こ う じ

脳
のう

サロン事業
じぎょう

[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]、ふくしのつどい[国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

]等
など
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（２）しょうがいしゃスポーツ及
およ

びイベント等
とう

の振興
しんこう

 

【課題
か だ い

】 

地域
ち い き

において、しょうがいの有無
う む

に関わらず
か か    

、多
おお

くの人々
ひとびと

がスポーツに参加
さ ん か

できる

環境
かんきょう

が整
ととの

っていることは、生
い

きがいや自立
じ り つ

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

へとつながり地域
ち い き

の

活性化
かっせいか

に貢献
こうけん

します。 

しかしながら、現状
げんじょう

では、しょうがいのある人
ひと

にとって、活動
かつどう

場所
ば し ょ

までの移動
い ど う

手段
しゅだん

や介助者
かいじょしゃ

の確保
か く ほ

が困難
こんなん

であることが課題
か だ い

となっています。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「市内
し な い

でしょうがいしゃが気軽
き が る

にスポーツをしやすい場所
ば し ょ

が少ない
す く   

。

様々
さまざま

な施設
し せ つ

をもっと使
つか

いやすくしてほしい」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

様々
さまざま

な人々
ひとびと

がしょうがいしゃスポーツへの理解
り か い

を深められる
ふ か     

よう、周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を行
おこな

うとともに、誰
だれ

もが一緒
いっしょ

に楽
たの

しむことができるスポーツの魅力
みりょく

を活か
い  

し、しょうがい

の有無
う む

に関わらず
か か    

スポーツに親
した

しむことができる機会
き か い

の創出
そうしゅつ

を、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

な

どの地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

により行
おこな

います。 

しょうがいしゃスポーツやレクリエーション活動
かつどう

への参加
さ ん か

機会
き か い

を拡充
かくじゅう

することに

よって、しょうがいのある人
ひと

の生活
せいかつ

・活動
かつどう

の幅
はば

を広
ひろ

げるとともに、しょうがいしゃス

ポーツに関
かん

するイベントの周知
しゅうち

に取り組みます
と  く    

。 

また、今後
こ ん ご

しょうがいしゃスポーツへの関心
かんしん

が高まって
た か     

いくことも想定
そうてい

されること

から、しょうがいのある人
ひと

がスポーツやレクリエーション活動
かつどう

に親しむ
した    

機会
き か い

の拡充
かくじゅう

を行
おこな

います。 
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【指標
しひょう

】 

○地域
ち い き

においてスポーツなど（※）へ参加
さ ん か

したと回答
かいとう

した人
ひと

の割合
わりあい

 

（実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

数値
す う ち

） 

※ スポーツやレジャーなどへの参加
さ ん か

 

 

今回
こんかい

調査
ちょうさ

 次回
じ か い

調査
ちょうさ

 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

2028年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

10年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 20.8％ 25.0％ 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

ふれあいスポーツのつどい[福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

、国立市
くにたちし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

]、ボッチャ普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

[生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

]、しょうがいしゃ週間
しゅうかん

イベント[しょうがいしゃ支援課
し え ん か

]等
など
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基本
き ほ ん

方針
ほうしん

９．市
し

役所
やくしょ

における配慮
はいりょ

の充実
じゅうじつ

 

【課題
か だ い

】 

市
し

役所
やくしょ

では、しょうがいのある人
ひと

が日々
ひ び

の生活
せいかつ

を営む
いとな 

うえで必要
ひつよう

となる様々
さまざま

な

手続き
て つ づ  

や相談
そうだん

を行います
お こ な    

。 

しょうがいのある人
ひと

に対する
た い   

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

については、しょうがい特性
とくせい

や

具体的
ぐたいてき

な場面
ば め ん

・状 況
じょうきょう

に応
おう

じて異なり
こ と   

、多様
た よ う

かつ個別性
こべつせい

の高
たか

いものとなるため、より

柔軟
じゅうなん

な対応
たいおう

が必要
ひつよう

です。 

実態
じったい

調査
ちょうさ

によると「あなたはどのような時
とき

に差別
さ べ つ

を受
う

けたと感
かん

じますか」という

設問
せつもん

に対し
た い  

、「公共
こうきょう

施設
し せ つ

や交
こう

通
つう

機関
き か ん

を利用
り よ う

する時
とき

」と回答
かいとう

した人
ひと

は全体
ぜんたい

の 10.2％を占
し

めており、市
し

役所
やくしょ

を含
ふく

む公共
こうきょう

施設
し せ つ

に対
たい

して差別
さ べ つ

を受けた
う   

と感
かん

じたことのある人
ひと

の

割合
わりあい

は低
ひく

くはありません。 

市民
し み ん

等
とう

からは、「市
し

役所
やくしょ

において、しょうがいのある人
ひと

への配慮
はいりょ

に欠けた
か   

不適切
ふてきせつ

な

窓口
まどぐち

対応
たいおう

をされた」等
など

の意見
い け ん

が寄
よ

せられています。 

 

【方向性
ほうこうせい

】 

しょうがいのある人
ひと

が行政
ぎょうせい

サービスを受
う

ける権利
け ん り

を円滑
えんかつ

に行使
こ う し

できるよう、市
し

役所
やくしょ

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

また、適切
てきせつ

な対応
たいおう

のためには、市
し

役所
やくしょ

の職員
しょくいん

一人
ひ と り

ひとりに対
たい

して、しょうがいの

ある人
ひと

への理解
り か い

を促進
そくしん

する必要
ひつよう

があります。 

全職員
ぜんしょくいん

を受講
じゅこう

対象
たいしょう

としている「ユニバーサルマナー検定
けんてい

5」に加
くわ

え、あたりまえ

                                                   

5 ユニバーサルマナー検定
けんてい

：ユニバーサルマナーとは、高齢者
こうれいしゃ

やしょうがいのある人
ひと

、ベビーカー

利用者
りようしゃ

、外国人
がいこくじん

など、様々
さまざま

な方々
かたがた

を街
まち

で見
み

かける現代
げんだい

において、自分
じ ぶ ん

とは違
ちが

う誰
だれ

かの視点
し て ん

に立
た

ち行動
こうどう

す

ることをいいます。国立市
くにたちし

では、2017（平成
へいせい

29）年度
ね ん ど

より全職員
ぜんしょくいん

を対象
たいしょう

にユニバーサルマナー検定
けんてい

を職員研修
しょくいんけんしゅう

として実施
じ っ し

しています。講義
こ う ぎ

では、しょうがいのある当事者
とうじしゃ

が講師
こ う し

を務
つと

め、「高齢者
こうれいしゃ

やし

ょうがいのある人
ひと

への向
む

き合
あ

い方
かた

」や「障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

について」「どんな人
ひと

がどんなことに困
こま

るの

か」等
など

を学
まな

びます。 
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条例
じょうれい

の成り立ち
な  た  

の説明
せつめい

や当事者
とうじしゃ

から直接
ちょくせつ

話
はなし

を聞
き

く職員
しょくいん

研修
けんしゅう

を継続
けいぞく

して実施
じ っ し

し、

しょうがいのある人
ひと

への理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

ることで、各職場
かくしょくば

におけるしょうがいのある人
ひと

へのより良
よ

い配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を推進
すいしん

します。 

また、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

にて策定
さくてい

が求
もと

められている「職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

」について、

早急
そうきゅう

に取り組み
と  く  

ます。 

 

【指標
しひょう

】 

○公共
こうきょう

施設
し せ つ

や交
こう

通
つう

機関
き か ん

を利用
り よ う

する時
とき

に差別
さ べ つ

を受
う

けたと感
かん

じたことがある人
ひと

の割合
わりあい

（実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

数値
す う ち

） 

 

今回
こんかい

調査
ちょうさ

 次回
じ か い

調査
ちょうさ

 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

2028年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

10年度
ね ん ど

） 

割合
わりあい

 10.2％ 5.0% 

 

○合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

についての市
し

職員
しょくいん

研修
けんしゅう

の受講者数
じゅこうしゃすう

 

 

実績
じっせき

 目標
もくひょう

 

2017年度
ね ん ど

～2022年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2024年度
ね ん ど

～2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

6年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

期
き

間中
かんちゅう

の 

延
の

べ人
にん

数
ずう

 
18人

にん

 300人
にん

 

 

【関連
かんれん

施策
し さ く

】 

ユニバーサルマナー検定
けんてい

[職員課
しょくいんか

]、しょうがいをお持
も

ちの方
かた

へ適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

を行
おこな

うた

めの意識
い し き

向上
こうじょう

研修
けんしゅう

 [しょうがいしゃ支援課
し え ん か

、職員課
しょくいんか

]等
とう
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10．計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

 

 

この計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

である、しょうがいのある人
ひと

が地域
ち い き

であたりまえに暮
く

らすため

にみんなで協 力
きょうりょく

するまち国立
くにたち

を実現
じつげん

していくためには、進行
しんこう

管理
か ん り

と評価
ひょうか

が重要
じゅうよう

と

なります。行政
ぎょうせい

、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

などが協働
きょうどう

しながら、計画
けいかく

を推進
すいしん

するとともに、施策
し さ く

目標
もくひょう

に掲
かか

げた基本
き ほ ん

施策
し さ く

への取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

を随時
ず い じ

把握
は あ く

し、点検
てんけん

していくことが必要
ひつよう

です。 

 

① 進行
しんこう

管理
か ん り

 

行政
ぎょうせい

による計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

のため、庁内
ちょうない

の「国立市
くにたちし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

」並
なら

び

に同本部
どうほんぶ

のもとに設置
せ っ ち

される「推進
すいしん

委員会
いいんかい

」により推進
すいしん

、協議
きょうぎ

、調整
ちょうせい

を行
おこな

いま

す。 

② 点検
てんけん

・評価
ひょうか

 

計画
けいかく

の取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

について、しょうがいのある人
ひと

が当事者
とうじしゃ

として参画
さんかく

する

「国立市
くにたちし

しょうがいしゃ施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」において中間
ちゅうかん

評価
ひょうか

を行
おこな

います。基本
き ほ ん

方針
ほうしん

ごとに取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、点検
てんけん

・評価
ひょうか

を行
おこな

い、残
のこ

る計画期
けいかくき

間中
かんちゅう

の

取り組
と  く

み課題
か だ い

などについて意見
い け ん

等
とう

をいただき、計画
けいかく

の推進
すいしん

に反映
はんえい

させていきます。 

③ 次期
じ き

計画
けいかく

策定
さくてい

への取
と

り組
く

み 

この計画
けいかく

は上記
じょうき

①、②を踏
ふ

まえ取り組み
と  く  

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

、点検
てんけん

しながら、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、推進
すいしん

していきます。また、次期
じ き

計画
けいかく

の円滑
えんかつ

な策定
さくてい

に向
む

けて、

2028（令和
れ い わ

10）年度
ね ん ど

より「国立市
くにたちし

しょうがいしゃ施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」において検討
けんとう

を開始
か い し

します。 

 

年度
ね ん ど

 
2024年度

ね ん ど

 

（令和
れ い わ

6年度
ね ん ど

） 

2025年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

7年度
ね ん ど

） 

2026年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

8年度
ね ん ど

） 

2027年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

9年度
ね ん ど

） 

2028年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

10年度
ね ん ど

） 

2029年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

取
と

り組
ぐ

み 計画
けいかく

策定
さくてい

 進行
しんこう

管理
か ん り

 進行
しんこう

管理
か ん り

 中間
ちゅうかん

評価
ひょうか

 
次期
じ き

計画
けいかく

 

検討
けんとう

開始
か い し

 

次期
じ き

計画
けいかく

 

策定
さくてい
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1１．用語
よ う ご

の解説
かいせつ

 
 

【あ行
ぎょう

（あいうえお）】 

 

■一般
いっぱん

就労
しゅうろう

 

  一般
いっぱん

の事業所
じぎょうしょ

（いわゆる企業
きぎょう

や官公庁
かんこうちょう

など）や特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

多数
た す う

雇用
こ よ う

事業所
じぎょうしょ

（一定
いってい

基準
きじゅん

以上
いじょう

のしょうがいのある重度
じゅうど

しょうがい者
しゃ

の就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な

整備
せ い び

等
とう

を行って
おこな   

いる事業所
じぎょうしょ

）などで働く
はたら 

こと 

 

■意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

  聴覚
ちょうかく

・言語
げ ん ご

機能
き の う

などのしょうがいのため、意思
い し

の疎通
そ つ う

を図る
は か  

ことが困難
こんなん

な方
かた

に、

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の派遣
は け ん

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の設置
せ っ ち

などを行う
おこな 

事業
じぎょう

 

 

■移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

単独
たんどく

での外出
がいしゅつ

が困難
こんなん

な方
かた

が円滑
えんかつ

に外出
がいしゅつ

できるよう移動
い ど う

を支援
し え ん

する事業
じぎょう

 

 

■医療的
いりょうてき

ケア 

  家族
か ぞ く

や看護師
か ん ご し

が日常的
にちじょうてき

に行って
おこな   

いる、経管
けいかん

栄養
えいよう

注 入
ちゅうにゅう

やたんの吸引
きゅういん

などの

医療的
いりょうてき

な生活
せいかつ

援助
えんじょ

行為
こ う い

のこと 

 

■一般
いっぱん

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

  都道府県
と ど う ふ け ん

が指定
し て い

する相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

。さまざまな相談
そうだん

に応じる
おう    

「基本
き ほ ん

相談
そうだん

支援
し え ん

」

に加え
く わ  

、「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

」を行う
おこな 

。地域
ち い き

で暮らし続ける
く   つ づ   

ため

の支援
し え ん

を通して
と お   

、地域
ち い き

生活
せいかつ

に関する
か ん   

総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

をおこなう 

 

【か行
ぎょう

（かきくけこ）】 

 

■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

 

  重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

しょうがい児
じ

など外出
がいしゅつ

が著しく
いちじる  

困難
こんなん

なしょうがい児
じ

の居宅
きょたく

を訪問
ほうもん

し

て実施
じ っ し

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

サービス 

 

■居宅
きょたく

介護
か い ご

 

  自宅
じ た く

で、入浴
にゅうよく

・排せつ
は い   

・食事
しょくじ

の介護
か い ご

や家事
か じ

援助
えんじょ

など、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

を行う
おこな 

サービス 
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■基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター 

  身体
しんたい

しょうがい者
しゃ

、知的
ち て き

しょうがい者
しゃ

、精神
せいしん

しょうがい者
しゃ

の総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

や、地域
ち い き

の相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者間
ぎょうしゃかん

の連絡
れんらく

調整
ちょうせい

、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

の支援
し え ん

を行う
おこな 

、地域
ち い き

における

相談
そうだん

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担う
に な  

機関
き か ん

 

 

■共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム） 

  共同
きょうどう

生活
せいかつ

を行う
おこな 

住居
じゅうきょ

で、相談
そうだん

、その他
  た

日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を提供
ていきょう

するサー

ビス 

 

■計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

  サービス利用
り よ う

支援
し え ん

及び
お よ  

継続
けいぞく

サービス利用
り よ う

支援
し え ん

をいい、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の

利用
り よ う

の開始
か い し

や継続
けいぞく

に際して
さ い   

、しょうがい者
しゃ

の心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

、その置かれて
お   

いる

環境
かんきょう

等
とう

を勘案
かんあん

し、ご本人
  ほんにん

とともにサービスの利用
り よ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

する。利用者
りようしゃ

の

満足度
まんぞくど

をモニタリングしながら、支援
し え ん

内容
ないよう

をコーディネートするサービス 

 

■権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

 知的
ち て き

しょうがい、精神
せいしん

しょうがいや認知症
にんちしょう

等
とう

のため、自ら
みずか 

の権利
け ん り

やニーズを表明
ひょうめい

す

ることが困難
こんなん

な人
ひと

に代わって
か    

その権利
け ん り

やニーズの表明
ひょうめい

を行う
おこな 

こと。また、弱い
よ わ  

立場
た ち ば

にある人々
ひとびと

の人権
じんけん

侵害
しんがい

（虐待
ぎゃくたい

や財産
ざいさん

侵害
しんがい

など）が起きない
お   

ようにすること 

 

■合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 

 しょうがい者
しゃ

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

で受ける
う   

様々
さまざま

な制限
せいげん

をもたらす原因
げんいん

となる

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取り除く
と  の ぞ  

ために、しょうがい者
しゃ

に対し
た い  

、個別
こ べ つ

の状 況
じょうきょう

に応じて
お う   

行われる
おこな     

配慮
はいりょ

のこと。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

では、国
くに

の機関
き か ん

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に加え
く わ  

、

民間
みんかん

企業
きぎょう

や市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

等
とう

にも、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

が義務化
ぎ む か

されている 

 

■工賃
こうちん

 

 就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

B型
がた

などの就労
しゅうろう

支援
し え ん

を通じて
つ う   

生産
せいさん

活動
かつどう

を行った
おこな   

人
ひと

に対して
たい    

支払われる
し は ら     

お金
 か ね

のこと 

 

■行動
こうどう

援護
え ん ご

 

 知的
ち て き

しょうがい・精神
せいしん

しょうがいにより行動
こうどう

に著しい
いちじる  

困難
こんなん

のある方
かた

に、行動
こうどう

の際
さい

の 

危険
き け ん

回避
か い ひ

、その他
  た

の支援
し え ん

を行う
おこな 

サービス 
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■高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

しょうがい 

 脳
のう

血管
けっかん

疾患
しっかん

や交通
こうつう

事故
じ こ

などによる脳
のう

損傷
そんしょう

を原因
げんいん

とする、記憶
き お く

、注意
ちゅうい

、思考
し こ う

、言語
げ ん ご

な

どの知的
ち て き

機能
き の う

の障害
しょうがい

。外
がい

見上
けんじょう

は障害
しょうがい

が目立たない
め だ    

ため、周囲
しゅうい

の人
ひと

に理解
り か い

されに

くかったり、本人
ほんにん

自身
じ し ん

が障害
しょうがい

を十分
じゅうぶん

に認識
にんしき

できないこともある 

 

【さ行
ぎょう

（さしすせそ）】 

  

■重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

 

 重度
じゅうど

の知的
ち て き

しょうがいと重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が重複
じゅうふく

している状態
じょうたい

のこと。東京都
とうきょうと

で 

は愛
あい

の手帳
てちょう

１度
 ど

または２度
 ど

と肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

の１級
 きゅう

または２級
 きゅう

が重複
じゅうふく

している状態
じょうたい

 

やそれと同等
どうとう

の状態
じょうたい

 

 

■児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

 しょうがい児
じ

に対して
た い   

、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

及び
お よ  

知識
ち し き

技能
ぎ の う

の習得
しゅうとく

並び
な ら  

に集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

のための支援
し え ん

、その他
  た

の必要
ひつよう

な支援
し え ん

又
また

はこれに併せて
あ わ   

治療
ちりょう

を

行う
おこな 

 

 

■児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター 

 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、保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

などを実施
じ っ し

し、地域
ち い き

のし

ょうがい児
じ

やその家族
か ぞ く

の相談
そうだん

支援
し え ん

を行う
おこな 

地域
ち い き

の中核的
ちゅうかくてき

な療育
りょういく

支援
し え ん

施設
し せ つ

 

 

■重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

 重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

で常に
つ ね  

介護
か い ご

が必要
ひつよう

な方
かた

に、入浴
にゅうよく

・排せつ
は い   

・食事
しょくじ

の介護
か い ご

、外出
がいしゅつ

時
じ

の移動
い ど う

支援
し え ん

など総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

を行う
おこな 

サービス 

 

■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

 

 常に
つ ね  

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とし、その介護
か い ご

の必要性
ひつようせい

がとても高い
た か  

方
かた

に、居宅
きょたく

介護
か い ご

など複数
ふくすう

のサ

ービスを包括的
ほうかつてき

に提
てい

供
きょう

するサービス 

 

■自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

 身体
しんたい

しょうがいの方
かた

に、一定
いってい

期間
き か ん

、身体
しんたい

機能
き の う

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

やその他
  た

の支援
し え ん

を提
てい

供
きょう

するサービス 

 

■自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

 知的
ち て き

しょうがい・精神
せいしん

しょうがいの方
かた

に、一定
いってい

期間
き か ん

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のた
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めに、必要
ひつよう

な訓練
くんれん

やその他
  た

の支援
し え ん

を提供
ていきょう

するサービス 

 

■就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

 就労
しゅうろう

希望
き ぼ う

の方
かた

に、一定
いってい

期間
き か ん

、就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

・能力
のうりょく

の向上
こうじょう

に必要
ひつよう

な訓練
くんれん

など

を提
てい

供する
きょう   

とともに、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

に向けた
む   

支援
し え ん

を行う
おこな 

サービス 

 

■就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

（養成
ようせい

施設
し せ つ

） 

 視覚
し か く

にしょうがいのある方
かた

が、あん摩
  ま

マッサージ指圧師
し あ つ し

、はり師
  し

、きゆう師
し

等
とう

に

関する
か ん   

法律
ほうりつ

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第217号
だい    ごう

。以下
い か

「法
ほう

」という。）に定める
さだ    

、あん摩
  ま

マ

ッサージ指圧師
し あ つ し

、はり師
  し

及び
お よ  

きゅう師
し

の国家
こ っ か

資格
し か く

を取得
しゅとく

できるよう支援
し え ん

を行う
おこな 

サー

ビス 

 

■就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（A型
がた

） 

 一般
いっぱん

の事業所
じぎょうしょ

で働く
はたら 

ことが困難
こんなん

な方
かた

に、雇用
こ よ う

契約
けいやく

により働く
はたら 

場
ば

を提供
ていきょう

するととも

に、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

に向けた
む   

支援
し え ん

を行う
おこな 

サービス 

 

■就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（B型
がた

） 

 一般
いっぱん

の事業所
じぎょうしょ

で働く
はたら 

ことが困難
こんなん

な方
かた

に、雇用
こ よ う

契約
けいやく

なしで、職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を中心
ちゅうしん

とし

た働く
はたら 

場
ば

を提供
ていきょう

するとともに、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

に向けた
む  

支援
し え ん

を行う
おこな 

サービス 

 

■就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

 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

を経て
へ  

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

したしょうがい者
しゃ

で、就労
しゅうろう

に伴う
ともな 

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

が生じて
しょう   

いる方
かた

に対し
た い  

、相談
そうだん

や連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
など

、課題
か だ い

解決
かいけつ

に向けて
む   

必要
ひつよう

となる支援
し え ん

を行う
おこな 

サービス 

 

■施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

 施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している方
かた

に、入浴
にゅうよく

・排せつ
は い   

・食事
しょくじ

の介護
か い ご

など、その他
  た

日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を提供
ていきょう

するサービス 

 

■宿泊型
しゅくはくがた

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

 知的
ち て き

しょうがいまたは精神
せいしん

しょうがいのある方
かた

に、家事
か じ

等
とう

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

能力
のうりょく

の

向上
こうじょう

のための支援
し え ん

や生活
せいかつ

に関する
かん    

相談
そうだん

・助言
じょげん

などを、昼夜
ちゅうや

を通じて
つ う   

提供
ていきょう

し、地域
ち い き

移行
い こ う

に向けた
む   

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

を行う
おこな 

サービス 
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■自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

 施設
し せ つ

やグループホームを利用
り よ う

していたしょうがい者
しゃ

で一人暮らし
ひ と り ぐ   

をする方
かた

に対し
た い  

、

定期的
ていきてき

な訪問
ほうもん

を行い
おこな 

、生活面
せいかつめん

での課題
か だ い

や体調
たいちょう

の変化
へ ん か

などについて確認
かくにん

し、必要
ひつよう

な

助言
じょげん

や医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行う
おこな 

サービス 

 

■障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

 障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の利用
り よ う

を希望
き ぼ う

する方
かた

に、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

し、通所
つうしょ

支援
し え ん

開始後
か い し ご

、一定
いってい

期間
き か ん

ごとにモニタリングを行う
おこな 

等
など

の支援
し え ん

を行う
おこな 

サービス 

 

■障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 

 介護
か い ご

や援助
えんじょ

が必要
ひつよう

で、なおかつ自宅
じ た く

で生活
せいかつ

することが難しい
むずか   

しょうがい者
しゃ

を対象
たいしょう

とした入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

 

 

■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

 

 身寄り
み よ  

がないなど、親族
しんぞく

などによる後見
こうけん

等
など

開始
か い し

の審判
しんぱん

の申立て
もうした  

ができないしょうが

い者
しゃ

について、市長
しちょう

が代わりに
か   

申立て
もうした  

を行ったり
おこな     

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

するための

費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

が困難
こんなん

なしょうがい者
しゃ

に対して
た い   

、審判
しんぱん

の申立て
もうした  

にかかる費用
ひ よ う

及び
お よ  

後見人
こうけんにん

等
とう

への報酬
ほうしゅう

の助成
じょせい

を行う
おこな 

事業
じぎょう

 

 

■生活
せいかつ

介護
か い ご

 

 常に
つ ね  

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする方
かた

に、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を提供
ていきょう

するとともに、入浴
にゅうよく

・排せつ
は い   

・

食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを行う
おこな 

サービス 

 

■相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 地域
ち い き

のしょうがいのある方
かた

などの総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

に応じ
お う  

、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

、関係
かんけい

機関
き か ん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

などを行い
おこな 

、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

やネットワ

ークの構築
こうちく

を行う
おこな 

事業
じぎょう

 

 

■ソーシャルファーム 

 しょうがい者
しゃ

やひきこもり、ホームレスなど、さまざまな理由
り ゆ う

で働きづらさ
はたら       

を

抱える
か か   

方々
かたがた

を雇用
こ よ う

して、ほかの従 業 員
じゅうぎょういん

と一緒
いっしょ

に働く
はたら 

場
ば

をつくり、事業
じぎょう

収 入
しゅうにゅう

を主
おも

な財源
ざいげん

として運営
うんえい

する社会的
しゃかいてき

企業
きぎょう

のこと 
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【た行
ぎょう

（たちつてと）】 

 

■多機能型
た き の う が た

事業所
じぎょうしょ

 

 ２つ以上
いじょう

の異なる
こ と   

福祉
ふ く し

サービスを同一
どういつ

敷地内
しきちない

で一体的
いったいてき

に提供
ていきょう

している施設
し せ つ

をさす。 

 「就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

A型
がた

」と「就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

」や、「児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

」と「放課後
ほ う か ご

等
とう

デ

イサービス」等
とう

、組み合わせる
く あ   

ことが可能
か の う

 

 

■短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ） 

一時的
いちじてき

な諸事情
しょじじょう

により自宅
じ た く

での生活
せいかつ

が困難
こんなん

な方
かた

に、短期間
たんきかん

、夜間
や か ん

も含め
ふ く  

施設
し せ つ

などで、

生活
せいかつ

の場
ば

やその他
  た

必要
ひつよう

な介護
か い ご

などを提供
ていきょう

するサービス 

 

■地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

の施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

しているしょうがい者
しゃ

又
また

は精神科
せいしんか

病院
びょういん

に入院
にゅういん

している精神
せいしん

しょうがい者
しゃ

に、住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

その他
  た

の地域
ち い き

における生活
せいかつ

に移行
い こ う

する

ための活動
かつどう

に関する
か ん   

相談
そうだん

その他
   ほか

の便宜
べ ん ぎ

を供与
きょうよ

するサービス 

 

■地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

 居宅
きょたく

において単身
たんしん

等
とう

の状 況
じょうきょう

において生活
せいかつ

するしょうがい者
しゃ

に、当該
とうがい

しょうがい者
しゃ

との常時
じょうじ

の連絡
れんらく

体制
たいせい

を確保
か く ほ

し、しょうがいの特性
とくせい

に起因
き い ん

して生じた
しょう   

緊急
きんきゅう

の事態
じ た い

に

おいて相談
そうだん

その他
   ほか

の便宜
べ ん ぎ

を供与
きょうよ

するサービス 

 

■地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 

しょうがいのある人
ひと

が通い
か よ  

、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

又
また

は生産
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

そのほか、しょうがいのある人
ひと

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
およ  

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を

営む
いとな 

ために必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行う
おこな 

施設
し せ つ

 

 

■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

 

 しょうがいのある人
ひと

の高齢化
こうれいか

やしょうがいの重度化
じゅうどか

や「親
おや

亡き
な  

後
あと

」を見据え
み す  

、居住
きょじゅう

支援
し え ん

のための機能
き の う

（相談
そうだん

、体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

、緊急
きんきゅう

時
じ

の受け入れ
う  い  

・対応
たいおう

、専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

、地域
ち い き

の体制づくり
た い せ い    

）をもつ場所
ば し ょ

や体制
たいせい

のこと 

 

■特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

 市区
し く

町村
ちょうそん

が指定
し て い

する相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

。さまざまな相談
そうだん

に応じる
おう    

「基本
き ほ ん

相談
そうだん

支援
し え ん

」

に加え
く わ  

、サービス利用
り よ う

を希望
き ぼ う

する方
かた

に向けた
む   

「サービス利用
り よ う

支援
し え ん

（必要
ひつよう

な福祉
ふ く し

サー

ビスを案内
あんない

すること）」「継続
けいぞく

サービス利用
り よ う

支援
し え ん

（利用
り よ う

しているサービスが適切
てきせつ

か
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どうか見直
み な お

すこと）」を行う
おこな 

 

 

■同行
どうこう

援護
え ん ご

 

視覚
し か く

しょうがいにより、移動
い ど う

に著しい
いちじる  

困難
こんなん

を有する
ゆ う   

方
かた

の外出
がいしゅつ

に同行
どうこう

し、移動
い ど う

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するとともに、移動
い ど う

の援護
え ん ご

などを提供
ていきょう

するサービス 

 

【な行
ぎょう

（なにぬねの）】 

 

■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

 

在宅
ざいたく

のしょうがいのある方
かた

に、その方
かた

に適した
て き   

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

など日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

を給付
きゅうふ

又
また

は貸与
た い よ

する事業
じぎょう

 

 

【は行
ぎょう

（はひふへほ）】 

 

■ピアサポート 

 同じ
お な  

苦しみ
く る   

や生きづらさ
い    

を抱える
か か   

当事者
とうじしゃ

や経験者
けいけんしゃ

がお互い
  たが  

に支え合う
さ さ  あ  

活動
かつどう

のこと。 

 「ピア」とは、英語
え い ご

で“仲間
な か ま

”を意味
い み

する 

 

■避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

 

 高齢者
こうれいしゃ

、要介護
ようかいご

認定者
にんていしゃ

、重度
じゅうど

のしょうがい者
しゃ

、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

のうち、「災害
さいがい

が発生
はっせい

し、

または災害
さいがい

が発生
はっせい

するおそれがある場合
ば あ い

に自ら
みずか 

避難
ひ な ん

することが困難
こんなん

な方
かた

であって、

その円滑
えんかつ

かつ迅速
じんそく

な避難
ひ な ん

の確保
か く ほ

を図る
は か  

ため特
とく

に支援
し え ん

を要する
よ う   

方
かた

」のこと。平成
へいせい

25
  

年
ねん

の災害
さいがい

対策
たいさく

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

により、全国
ぜんこく

の自治体
じ ち た い

に「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

」の策定
さくてい

が義務付けられて
ぎ む づ     

いる 

 

■福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

 

 災害
さいがい

時
じ

における高齢者
こうれいしゃ

やしょうがいのある人
ひと

などの特
とく

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な要配慮者
ようはいりょしゃ

を

受け入れる
う  い   

施設
し せ つ

のこと 

 

■福祉型
ふくしがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

 

 身体
しんたい

や知的
ち て き

、精神
せいしん

にしょうがいのある児童
じ ど う

が入所
にゅうしょ

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の指導
し ど う

や自立
じ り つ

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

を身
み

につける施設
し せ つ

のこと 

 

■保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

 保育所
ほいくじょ

など集団
しゅうだん

生活
せいかつ

を営む
いとな 

施設
し せ つ

等
とう

に通う
か よ  

しょうがい児
じ

について、その施設
し せ つ

を訪問
ほうもん
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し、しょうがい児
じ

がしょうがい児
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

に適応
てきおう

することができ

るよう専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を行う
おこな 

サービス 

 

■放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
 

 

 在学中
ざいがくちゅう

のしょうがい児
じ

に、放課後
ほ う か ご

や夏休み
なつやす  

等
とう

の長期
ちょうき

休 業 中
きゅうぎょうちゅう

において、生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のための訓練
くんれん

等
とう

を継続的
けいぞくてき

に提
てい

供し
きょう 

、自立
じ り つ

を促進
そくしん

するとともに、居場所づくり
い ば し ょ    

を

行う
おこな 

サービス 

 

■法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

 

 民間
みんかん

企業
きぎょう

・国
くに

・地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対し
た い  

、それぞれの雇用
こ よ う

割合
わりあい

が設けられて
も う      

おり、そ

れに相当
そうとう

する人数
にんずう

の身体
しんたい

しょうがい者
しゃ

、知的
ち て き

しょうがい者
しゃ

、精神
せいしん

しょうがい者
しゃ

の

雇用
こ よ う

が義務付
ぎ む づ

けられている 

 

【や行
ぎょう

（やゆよ）】 

 

■要約
ようやく

筆記
ひ っ き

 

 情報
じょうほう

保障
ほしょう

（しょうがいの有無
う む

や内容
ないよう

に関わらず
か か     

、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を円滑
えんかつ

かつ正確
せいかく

に

入手
にゅうしゅ

でき、また、自分
じ ぶ ん

の意思
い し

を伝えられる
つ た      

ようにする）手段
しゅだん

のひとつで、その場
ば

の

音声
おんせい

を文字
も じ

で書いて
か   

伝える
つ た   

通訳
つうやく

 

 

【ら行
ぎょう

（らりるれろ）】 

 

■療養
りょうよう

介護
か い ご

 

 医療
いりょう

と常時
じょうじ

の介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする方
かた

に、病院
びょういん

などで、機能
き の う

訓練
くんれん

、療 養 上
りょうようじょう

の管理
か ん り

、

その他
  た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を提
てい

供
きょう

するサービス 

 

 

■レスパイト 

「休息
きゅうそく

」「息抜き
い き ぬ  

」のこと。家族
か ぞ く

などの介護
か い ご

・支援
し え ん

を行う
おこな 

人
ひと

に対し
た い  

、一時的
いちじてき

に代替
だいたい

し

て負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図る
は か  

ことで、日頃
ひ ご ろ

の心身
しんしん

の疲れ
つ か  

を回復
かいふく

し、休息
きゅうそく

をとれるように援助
えんじょ

す

るサービスをレスパイトケアという 
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