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しょう

  

計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 

 

 

 

 



 

2 

第
だい

１節
せつ

 計
けい

画
かく

の背
はい

景
けい

及
およ

び
び

趣
しゅ

旨
し

 

本市
ほ ん し

では障害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に係る
かかわる

計画
けいかく

として、「枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

（第
だい

３次
じ

）」（改
かい

訂
てい

版
ばん

）

と、「枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

（第
だい

５期
き

）」「枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

児
じ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

（第
だい

１期
き

）」を策
さく

定
てい

して

います。それぞれの計
けい

画
かく

に関
かか

わる部
ぶ

署
しょ

、機関
き か ん

と連携
れんけい

し、教育
きょういく

、まちづくり、就労
しゅうろう

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

、余暇
よ か

活動
かつどう

など地域
ち い き

で生活
せいかつ

していくために必
ひつ

要
よう

な施
せさく

策の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

るとともに、障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

、障
しょう

害
がい

児
じ

福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

や地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

の提
てい

供
きょう

体
たい

制
せい

を確
かく

保
ほ

するなど、地
ち

域
いき

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

実
じつ

現
げん

をめざし、基
き

盤
ばん

の整
せい

備
び

に取
と

り組
く

んできました。 

しかし、計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

から一
いっ

定
てい

の時
じ

間
かん

が経
けい

過
か

し、障
しょう

害
がい

者
しゃ

・児
じ

に関
かか

わる社
しゃ

会
かい

状
じょう

況
きょう

の変
へん

化
か

や

制
せい

度
ど

変
へん

更
こう

に対
たい

応
おう

するため、令
れい

和
わ

３年
ねん

度
ど

までを計
けい

画
かく

期
き

間
かん

としていた「枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

（第
だい

３次
じ

）」の終
しゅう

了
りょう

年
ねん

度
ど

を１年
ねん

間
かん

短
たん

縮
しゅく

して、令
れい

和
わ

３年
ねん

度
ど

から新
あら

たに障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

に基
もと

づく

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

」、障
しょう

害
がい

者
しゃ

総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

法
ほう

に基
もと

づく「障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」、児
じ

童
どう

福
ふく

祉
し

法
ほう

に基
もと

づく「障
しょう

害
がい

児
じ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」を一
いっ

体
たい

的
てき

に策
さく

定
てい

することにより、本
ほん

市
し

の障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

施
せ

策
さく

の推
すい

進
しん

を目
もく

ざすも

のとします。 

また、計
けい

画
かく

期
き

間
かん

を平
へい

成
せい

30年
ねん

度
ど

から令
れい

和
わ

４年
ねん

度
ど

とする国
くに

の「第
だい

４次
じ

障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

」

では、基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

を「共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、障害者
しょうがいしゃ

が自
みずか

らの決定
けってい

に基
もと

づき社
しゃ

会
かい

のあら

ゆる活動
かつどう

に参加
さ ん か

し、その能
のう

力
りょく

を最
さい

大
だい

限
げん

発
はっ

揮
き

して自
じ

己
こ

実
じつ

現
げん

ができるよう支
し

援
えん

」すると定
さだ

め

ており、たとえば令
れい

和
わ

２年
ねん

の開
かい

催
さい

を予定
よ て い

していた東京
とうきょう

パラリンピックを契機
け い き

として、

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の推進
すいしん

や、障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

・スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

による自己
じ こ

実現
じつげん

や国
こく

際
さい

交
こう

流
りゅう

の推
すい

進
しん

が掲
かか

げられました。同様
どうよう

に、平成
へいせい

30年
ねん

に策定
さくてい

された「文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

推進
すいしん

基 本

きほん

計画
けいかく

」では、地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

する観点
かんてん

から、国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

は、障
しょう

害
がい

者
しゃ

が文
ぶん

化
か

芸
げい

術
じゅつ

に親
した

しみ、創
そう

作
さく

・表
ひょう

現
げん

活
かつ

動
どう

を行
おこな

えるよう、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

、人
にん

材
ざい

育
いく

成
せい

、ネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く

の構
こう

築
ちく

、情
じょう

報
ほう

収
しゅう

集
しゅう

・発
はっ

信
しん

などを行
おこな

う体
たい

制
せい

づくりを進
すす

めること

が定
さだ

められるなど、障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

に関
かか

わる余
よ

暇
か

活
かつ

動
どう

などを含
ふく

むあらゆる分野
ぶ ん や

での社会
しゃかい

参加
さ ん か

・

自己
じ こ

実現
じつげん

への支援
し え ん

が求められています。また、その過程
か て い

での障害者
しょうがいしゃ

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

し、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を支
し

援
えん

するための意
い

思
し

決
けっ

定
てい

支
し

援
えん

のあ
あ

り方
かた

なども重
じゅう

要
よう

となります。 

一方
いっぽう

、近年
きんねん

の社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

の動向
どうこう

として、気象
きしょう

の変化
へ ん か

などにより、大規模
だ い き ぼ

な水害
すいがい

などの

自然
し ぜ ん

災害
さいがい

が頻発
ひんぱつ

しており、避難
ひ な ん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

や、避難所
ひなんじょ

での生活
せいかつ

の支援
し え ん

などが課題
か だ い

となっ

ています。また、令
れい

和
わ

２年
ねん

初
はじ

めからの新
しん

型
がた

コ
こ

ロ
ろ

ナ
な

ウ
う

イ
い

ル
る

ス
す

感
かん

染
せん

症
しょう

の世
せ

界
かい

的
てき

な流
りゅう

行
こう

によ

り、感
かん

染
せん

症
しょう

予
よ

防
ぼう

対
たい

策
さく

のため、人
にん

が集
あつ

まることが困
こん

難
なん

になっており、結
けっ

果
か

として、サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の提
てい

供
きょう

や相
そう

談
だん

支
し

援
えん

などを受
う

けられないといった支障
ししょう

をきたしています。そういった新
あら

たな災
さい

害
がい

、感
かん

染
せん

症
しょう

対
たい

策
さく

の観
かん

点
てん

から、個人
こ じ ん

の障害
しょうがい

特性
とくせい

に対応
たいおう

した避難
ひ な ん

支援
し え ん

や安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

な

どの体制
たいせい

の整備
せ い び

、避難所
ひなんじょ

等
とう

での感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

、いわゆる「新
あたら

しい生
せい

活
かつ

様
よう

式
しき

」に対応
たいおう

した福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の検討
けんとう

、障害
しょうがい

のある人
にん

にもわかりやすい災
さい

害
がい

情
じょう

報
ほう

の提
てい

供
きょう

などに取
と

り

組
く

むことが求
もと

められています。 



 

3 

枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

（第
だい

３次
じ

）の基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

に沿
そ

って、これまでも障
しょう

害
がい

者
しゃ

施
せ

策
さく

の充
じゅう

実
じつ

に

取
と

り組
く

んで来
き

ているところですが、こうしたこの間
かん

の社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

や国
くに

の法
ほう

体系
たいけい

の変化
へ ん か

、

今
こん

後
ご

の法
ほう

改
かい

正
せい

の内
ない

容
よう

、ア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

調
ちょう

査
さ

に基
もと

づくニ
に

ー
ー

ズ
ず

を満
み

たすための施策
せ さ く

の展開
てんかい

や更
さら

な

る充実
じゅうじつ

のために、「枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

（第
だい

４次
じ

）」を策
さく

定
てい

するとともに、「障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

（第

だい

６期
き

）」・「障
しょう

害
がい

児
じ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

（第
だい

２期
き

）」策
さく

定
てい

にあたり反
はん

映
えい

をさせています。 
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第
だい

２節
せつ

 計
けい

画
かく

の位
い

置
ち

づけと計
けい

画
かく

期
き

間
かん

 

１．計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 

枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

は、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

」第
だい

11 条
じょう

第
だい

３項
こう

の規
き

定
てい

に基
もと

づく「市
し

町
ちょう

村
そん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

」です。本
ほん

市
し

の障
しょう

害
がい

者
しゃ

施
せさく

策に関
かか

わる総
そう

合
ごう

的
てき

な計
けい

画
かく

として、まちづくり、教
きょう

育
いく

、

就
しゅう

労
ろう

などの分
ぶん

野
や

も含
ふく

め、基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

や目
もく

標
ひょう

、施
せ

策
さく

などを定
さだ

めています。 

枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

は、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

法
ほう

」第
だい

88 条
じょう

の規
き

定
てい

に基
もと

づく「市
し

町
ちょう

村
そん

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」です。本市
ほ ん し

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

のための方
ほう

策
さく

を定
さだ

め

ています。 

枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

児
じ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

は、「児
じ

童
どう

福
ふく

祉
し

法
ほう

」第
だい

33 条
じょう

の 20 の規
き

定
てい

に基
もと

づく「市
し

町
ちょう

村
そん

障
しょう

害
がい

児
じ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」です。 

これらの計
けい

画
かく

は、国
くに

や大
おお

阪
さか

府
ふ

の計
けい

画
かく

内
ない

容
よう

、及
およ

び今
こん

後
ご

の動
どう

向
こう

を踏
ふ

まえるとともに、市
し

政
せい

の基
き

本
ほん

方
ほう

針
しん

を示
しめ

す「枚
ひら

方
かた

市
し

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

」、「枚方市
ひらかたし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を上位
じょうい

計画
けいかく

とし、他
た

の福
ふく

祉
し

に係
かかわ

る計
けい

画
かく

をはじめとした、障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
など

の福
ふく

祉
し

に関
かん

する事
じ

項
こう

を定
さだ

める個
こ

別
べつ

の行
ぎょう

政
せい

計
けい

画
かく

とも整
せい

合
ごう

性
せい

を図
はか

っています。 
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枚方
ひらかた

市
し

総合
そうごう

計画
けいかく

 

枚方
ひらかた

市
し

障害
しょうがい

者
しゃ

計画
けいかく

 

障害
しょうがい

者
しゃ

に関
かか

わるさまざまな施策
し さ く

を総合
そうごう

的
てき

、

体系
たいけい

的
てき

に示
しめ

した計画
けいかく

 

枚方
ひらかた

市
し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

サービス
さ ー び す

等
とう

の量
りょう

の見
み

込
こ

みやサー

ビス確
かく

保
ほ

のための方
ほう

策
さく

、 地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

の実
じっ

施
し

体
たい

制
せい

などに

ついて示
しめ

した計
けい

画
かく

 

障害
しょうがい

者
しゃ

基本
き ほ ん

法
ほう

 

障害
しょうがい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

 

枚方
ひらかた

市
し

子
こ

ども・ 

子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

 

ひらかた高齢
こうれい

者
しゃ

 

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

21 

国
くに

：障害
しょうがい

者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

大阪
おおさか

府
ふ

：障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

 

枚方
ひらかた

市
し

 

障 害
しょうがい

児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

障
しょう

害
がい

児
じ

通
つう

所
しょ

支
し

援
えん

や相
そう

談
だん

支
し

援
えん

の提
てい

供
きょう

体
たい

制
せい

の

確
かく

保
ほ

などについて示
しめ

した計
けい

画
かく

 

枚方
ひらかた

市
し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

児童
じ ど う

福祉
ふ く し

法
ほう

 

 

【計画
けいかく

の位置
い ち

づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計
けい

画
かく

期
き

間
かん

 

「枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

（第
だい

４次
じ

）」の計
けい

画
かく

期
き

間
かん

については、令
れい

和
わ

３年
ねん

度
ど

から令
れい

和
わ

８年
ねん

度
ど

までの６年
ねん

間
かん

とします。また、計
けい

画期
か く き

間中
かんちゅう

の社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

の変
へん

更
こう

について、必
ひつ

要
よう

があれば見
み

直
なお

しを行
おこな

うことなどによって対
たい

応
おう

します。 

「枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

（第
だい

６期
き

）」・「枚
ひら

方
かた

市
し

障
しょう

害
がい

児
じ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

（第
だい

２期
き

）」の計
けい

画
かく

期
き

間
かん

については、「国
くに

の基
き

本
ほん

指
し

針
しん

」及
およ

び「大
おお

阪
さか

府
ふ

の基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

」に基
もと

づき、令
れい

和
わ

３年度
ね ん ど

から令
れい

和
わ

５年度
ね ん ど

までの３年
ねん

間
かん

とします。 
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【計画期間
けいかくきかん

】 

 
平
へい

成
せい

29 

年度
ね ん ど

 

平
へい

成
せい

30 

年度
ね ん ど

 

令
れい

和
わ

元
がん

 

年度
ね ん ど

 

令
れい

和
わ

２ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

３ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

４ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

５ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

枚方市障害者計画
ひらかたししょうがいしゃけいかく

 

 

 

 

 

   

 

      

枚方市障害福祉計画
ひらかたししょうがいふくしけいかく

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

  

 

 

枚方市障害児福祉計画
ひらかたししょうがいじふくしけいかく

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

  

第
だい

４次
じ

 

第
だい

６期
き

 

第
だい

２期
き

 

第
だい

７期
き

 

第
だい

３期
き

 

第
だい

３次
じ

（改
かい

訂
てい

版
ばん

） 

第
だい

５期
き

 

第
だい

１期
き

 

 

第
だい

４期
き
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第
だい

３節
せつ

 計
けい

画
かく

の策
さく

定
てい

体
たい

制
せい

 

（１）枚
ひら

方
かた

市
し

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

及
およ

び障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

専
せん

門
もん

分
ぶん

科
か

会
かい

での審
しん

議
ぎ

 

本
ほん

市
し

は平
へい

成
せい

26年
ねん

度
ど

に中
ちゅう

核
かく

市
し

に移
い

行
こう

したことから、社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

法
ほう

第
だい

７条
じょう

の規
き

定
てい

に基
もと

づき

「枚
ひら

方
かた

市
し

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

」を、同
どう

法
ほう

第
だい

11 条
じょう

の規
き

定
てい

に基
もと

づき「障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

専
せん

門
もん

分
ぶん

科
か

会
かい

」を

条例
じょうれい

により設置
せ っ ち

しています。 

「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

６項
こう

の規定
き て い

で「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」を策定
さくてい

する場合
ば あ い

は、

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」第
だい

36 条
じょう

第
だい

４項
こう

に基
もと

づく合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

の意
い

見
けん

を聴
き

かなければならない

とされています。また、「障害者総合支援法」に
しょうがいしゃそうごうしえんほう

おいて、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に規定
き て い

される

合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

を設置
せ っ ち

する市町村
しちょうそん

は、市町村
しちょうそん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を定
さだ

め、又
また

は変更
へんこう

しようとする

ときは、あらかじめ、当該
とうがい

機関
き か ん

の意見
い け ん

を聴
き

かなければならないとされています。 

これに基
もと

づき、「枚
ひら

方
かた

市
し

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

」及
およ

び障
しょう

害
がい

のある当事者
とうじしゃ

やその支援者
しえんしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

代表
だいひょう

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

などで構成
こうせい

される「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

」において計
けい

画
かく

案
あん

を審
しん

議
ぎ

しました。 

（２）枚
ひら

方
かた

市
し

自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

協
きょう

議
ぎ

会
かい

での審
しん

議
ぎ

 

本
ほん

市
し

では「障害者総合支援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう

」第
だい

89 条
じょう

の３の規定
き て い

に基づき、「枚方市自立支援協議会
ひらかたしじりつしえんきょうぎかい

」

を設置
せ っ ち

しています。 

同法
どうほう

において「自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」は「地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

等
など

への支
し

援
えん

体
たい

制
せい

に関
かん

する課
か

題
だい

について情
じょう

報
ほう

を共
きょう

有
ゆう

し、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

等
とう

の連
れん

携
けい

の緊
きん

密
みつ

化
か

を図
はか

るとともに、地
ち

域
いき

の実
じつ

情
じょう

に

応
おう

じた体
たい

制
せい

の整
せい

備
び

について協
きょう

議
ぎ

を行
おこな

うものとする」とされています。また、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

法
ほう

」において、市
し

町
ちょう

村
そん

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

を定
さだ

め、又
また

は変更
へんこう

しようとする場合
ば あ い

は、

あらかじめ、同法
どうほう

に規定
き て い

する協
きょう

議会
ぎ か い

の意見
い け ん

を聴
き

くよう努
つと

めなければならないとされてお

り、本
ほん

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

にあたり「枚
ひら

方
かた

市
し

自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

協
きょう

議
ぎ

会
かい

」で意
い

見
けん

聴
ちょう

取
しゅ

を行
おこな

いました。また、

「枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

幹事会
かんじかい

」を本計画策定
ほんけいかくさくてい

のワーキンググループ
わ ー き ん ぐ ぐ る ー ぷ

と位
い

置
ち

付
づ

け、審議
し ん ぎ

しました。 
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（３）各
かく

種
しゅ

ア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

調
ちょう

査
さ

の実
じっ

施
し

 

障害者
しょうがいしゃ

・障害児
しょうがいじ

の生活
せいかつ

実態
じったい

とニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

するために、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

を対象
たいしょう

と

するアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

し、ニーズ
に ー ず

の把握
は あ く

を行
おこ

いました。 

また、障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

等
とう

の実
じっ

態
たい

とニ
に

ー
ー

ズ
ず

を踏
ふ

まえた計
けい

画
かく

とするため、市
し

内
ない

のサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

を対
たい

象
しょう

とするア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

並
なら

びに 障
しょう

害
がい

者
しゃ

関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

を対
たい

象
しょう

とする

アンケート
あ ん け ー と

を実施
じ っ し

しました。（※巻末
かんまつ

資料
しりょう

 参照
さんしょう

） 

 

（４）広
ひろ

く
く

市
し

民
みん

から意
い

見
けん

を聴
ちょう

取
しゅ

するための取
と

り組
く

み 

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」では、施策
せ さ く

の基 本

きほん

方針
ほうしん

として「国
くに

及
およ

び地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

は、障
しょう

害
がい

者
しゃ

の自
じ

立
りつ

及
およ

び社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

の支
し

援
えん

等
とう

のための施
せ

策
さく

を講
こう

ずるに当
あ

たっては、障
しょう

害
がい

者
しゃ

その他
た

の関
かん

係
けい

者
しゃ

の意
い

見
けん

を聴
き

き、その意
い

見
けん

を尊
そん

重
ちょう

するよう努
つと

めなければならない」とされています。 

よって、広
ひろ

く
く

市
し

民
みん

の意
い

向
こう

を反
はん

映
えい

させるため、本
ほん

市
し

ホ
ほ

ー
ー

ム
む

ペ
ぺ

ー
ー

ジ
じ

での意
い

見
けん

募
ぼ

集
しゅう

及
およ

び出
で

先
さき

機
き

関
かん

等
とう

に意
い

見
けん

提
てい

出
しゅつ

箱
ばこ

を設
せっ

置
ち

する等
など

、パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

に準
じゅん

ずる形
かたち

で市民
し み ん

意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

を実施
じ っ し

しました。 
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第
だい

２章
しょう

  

枚方市
ひらかたし

の現状
げんじょう
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第
だい

１節
せつ

 人
じん

口
こう

・障
しょう

害
がい

者
しゃ

数
すう

の現
げん

状
じょう

 

本
ほん

市
し

の人
じん

口
こう

は、近
きん

年
ねん

、緩
ゆる

やかな減
げん

少
しょう

傾
けい

向
こう

にありますが、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

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、平
へい

成
せい

28年
ねん

度
ど

から令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

度
ど

までの３年
ねん

間
かん

で約
やく

1.1倍
ばい

になっています。特
とく

に、

精
せい

神
しん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

手
て

帳
ちょう

所
しょ

持
じ

者
しゃ

数
すう

が３年
ねん

間
かん

で約
やく

1.4倍
ばい

と大
おお

きく増
ふ

えています。令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

度
ど

末
まつ

現
げん

在
ざい

、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

は23,770人
にん

で、市
し

の人口
じんこう

の約
やく

5.94％を占
し

めており、

枚方
ひらかた

市民
し み ん

の約
やく

17人
にん

に１人
ひ と り

が障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

であることになります。 

 

【障
しょう

害
がい

者
しゃ

手
て

帳
ちょう

所
しょ

持
じ

者
しゃ

数
すう

と人
じん

口
こう

に対
たい

する割
わり

合
あい

の推
すい

移
い

項
こう

目
もく

】 

 項目
こうもく

 単位
た ん い

 

平
へい

成
せい

 

28年
ねん

度
ど

 

平
へい

成
せい

 

29年
ねん

度
ど

 

平
へい

成
せい

 

30年
ねん

度
ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

人口
じんこう

 実
じつ

人数
にんずう

 人
にん

 404,007 402,688 401,397 400,038 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 
人
にん

 人
にん

 15,007 15,213 15,428 15,919 

人口比
じ ん こう ひ

 ％ 3.71 3.78 3.84 3.98 

療 育
りょういく

手帳
てちょう

 

実
じつ

人数
にんずう

 人
にん

 3,168 3,295 3,436 3,554 

人口比
じ ん こう ひ

 ％ 0.78 0.82 0.86 0.89 

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

 

実
じつ

人数
にんずう

 人
にん

 3,055 3,592 3,857 4,297 

人口比
じ ん こう ひ

 ％ 0.76 0.89 0.96 1.07 

３手
て

帳合計
ちょうごうけい

 

（延
の

べ人
にん

数
すう

） 

延
の

べ人
にん

数
すう

 人
にん

 21,230 22,100 22,721 23,770 

人口比
じ ん こう ひ

 ％ 5.25 5.49 5.66 5.94 

各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

（人
じん

口
こう

は次
じ

年
ねん

度
ど

４月
がつ

１日
にち

現
げん

在
ざい

、住
じゅう

民
みん

基
き

本
ほん

台
だい

帳
ちょう

の合
ごう

計
けい

） 
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第
だい

２節
せつ

 障
しょう

害
がい

者
しゃ

・児
じ

の現
げん

状
じょう

 

（１）３障
しょう

害
がい

の手
て

帳
ちょう

所
しょ

持
じ

者
しゃ

 

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

を年齢
ねんれい

別
べつ

でみると、18歳
さい

以上
いじょう

の身体
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

の全
ぜん

体
たい

に占
し

める割
わり

合
あい

が大
おお

きくなっています。 

【
（

年齢
ねんれい

別
べつ

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

】
）

 

単位
た ん い

：人
にん

 

 18歳
さい

未満
み ま ん

 18歳
さい

以上
いじょう

 合計
ごうけい

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 275 15,644 15,919 

療育
りょういく

手帳
てちょう

 1,125 2,429 3,554 

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

 318 3,979 4,297 

令和
れいわ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

（２）障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定者
にんていしゃ

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

するための障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定者数
にんていしゃすう

は、令
れい

和
わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

、

2,559人
にん

です。区分
く ぶ ん

内訳
うちわけ

は、区分
く ぶ ん

6 が最
もっと

も多
おお

く 551人
にん

、次
つ

いで区
く

分
ぶん

3 が 539人
にん

とな

っています。 

【
（

障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定者数
にんていしゃすう

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）】
）

 

単位
た ん い

：人
にん

 

 区分
く ぶ ん

１ 区分
く ぶ ん

２ 区分
く ぶ ん

３ 区分
く ぶ ん

４ 区分
く ぶ ん

５ 区分
く ぶ ん

６ 合計
ごうけい

 

障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

 

認定者数
にんていしゃすう

 
64 533 539 472 400 551 2,559 

令
れい

和
わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

 

 

（３）精神
せいしん

通院
つういん

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

受給者
じゅきゅうしゃ

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

における精神
せいしん

通院
つういん

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

受給者数
じゅきゅうしゃすう

は、令
れい

和
わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい

、

7,674人
にん

です。 

【
（

精神
せいしん

通院
つういん

医療費
い り ょう ひ

助成
じょせい

受給者数
じゅきゅうしゃすう

（令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

）】 

単位
た ん い

：人
にん

 

精神
せいしん

通院
つういん

医療費
い り ょう ひ

助成
じょせい

受給者数
じゅきゅうしゃすう

 7,674 

令
れい

和
わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現
げん

在
ざい
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（４）身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

手
て

帳
ちょう

所
しょ

持
じ

者
しゃ

 

身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

手
て

帳
ちょう

所
しょ

持
じ

者
しゃ

数
すう

は、令
れい

和
わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

、15,919人
にん

です。等
とう

級
きゅう

別
べつ

では１

級
きゅう

が 4,905人
にん

と最
もっと

も多
おお

く、１級
きゅう

及
およ

び２級
きゅう

の重
じゅう

度
ど

の人
にん

が 7,280人
にん

で手
て

帳
ちょう

所
しょ

持
じ

者
しゃ

全
ぜん

体
たい

の約
やく

45.7％となっています。また、障
しょう

害
がい

別
べつ

では肢
し

体
たい

不
ふ

自
じ

由
ゆう

が 8,970人
にん

と最
もっと

も多
おお

く

全
ぜん

体
たい

の約
やく

56.4％、次
つ

いで内
ない

部
ぶ

障
しょう

害
がい

が 4,608人
にん

で全
ぜん

体
たい

の約
やく

29.4％を占
し

めています。 

 

【身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

手
て

帳
ちょう

所
しょ

持
じ

者
しゃ

数
すう

の障
しょう

害
がい

別
べつ

／等級別内訳
とうきゅうべつうちわけ

（令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

度
ど

）】 

単
たん

位
い

：人
にん

 

障 害
しょうがい

別
べつ

／等級
とうきゅう

 １ 級
きゅう

 ２ 級
きゅう

 ３ 級
きゅう

 ４ 級
きゅう

 ５ 級
きゅう

 ６ 級
きゅう

 合計
ごうけい

 

視覚
し か く

 

児童
じ ど う

 6 1 1 1 1 1 11 

成人
せいじん

 284 324 61 65 140 62 936 

小計
しょうけい

 290 325 62 66 141 63 947 

聴 覚
ちょうかく

 

平衡
へいこう

機能
き の う

 

児童
じ ど う

 2 17 7 7 - 8 41 

成人
せいじん

 89 206 132 258 5 440 1,130 

小計
しょうけい

 91 223 139 265 5 448 1,171 

音声
おんせい

 

言語
げんご

 

児童
じ ど う

 - - 1 1   2 

成人
せいじん

 7 20 79 47   153 

小計
しょうけい

 7 20 80 48   155 

肢体
し た い

 

不自由
ふ じ ゆ う

 

児童
じ ど う

 104 25 16 4 3 1 153 

成人
せいじん

 1,558 1,710 1,494 2,272 1,185 598 8,817 

小計
しょうけい

 1,662 1,735 1,510 2,276 1,188 599 8,970 

内部
な い ぶ

 

児童
じ ど う

 41 - 16 11   68 

成人
せいじん

 2,814 72 609 1,113   4,608 

小計
しょうけい

 2,855 72 625 1,124   4,676 

合計
ごうけい

 

児童
じ ど う

 153 43 41 24 4 10 275 

成人
せいじん

 4,752 2,332 2,375 3,755 1,330 1,100 15,644 

小計
しょうけい

 4,905 2,375 2,416 3,779 1,334 1,110 15,919 

令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

※重複
じゅうふく

障害
しょうがい

のある方
かた

については、等級
とうきゅう

は総合
そうごう

等級
とうきゅう

、障害
しょうがい

区分
く ぶ ん

は主
しゅ

障害
しょうがい

でカウント
か う ん と

して記載
き さ い

。 
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（５）療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

 

療育手帳所持者数
りょういくてちょうしょじしゃすう

は、令和
れ い わ

２年
ねん

３月末現在
がつまつげんざい

、3,554人
にん

です。児童
じ ど う

（18歳
さい

未満
み ま ん

）は全体
ぜんたい

の約
やく

31.7％となっています。程度
て い ど

別
べつ

でみると、所持者全体
しょじしゃぜんたい

及
およ

び成人
せいじん

ではＡ（重度
じゅうど

）が、

児童
じ ど う

ではＢ２（軽度
け い ど

）がそれぞれ最
もっと

も多
おお

くなっています。 

 

【療育手帳所持者数
りょういくてちょうしょじしゃすう

の程度別内訳
ていどべつうちわけ

（令和元年度
れ い わ が ん ね ん ど

）】 

単位
た ん い

：人
にん

 

 Ａ（重度
じゅうど

） Ｂ１（中
ちゅう

度
ど

） Ｂ２（軽度
けいど

） 合計
ごうけい

 

療 育
りょういく

手帳
てちょう

 

児童
じ ど う

 307 145 673 1,125 

成人
せいじん

 1,139 525 765 2,429 

小計
しょうけい

 1,446 670 1,438 3,554 

令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

 

（６）精神
せいしん

障害
しょうがい

者
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

 

精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

数
すう

は、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

、4,297人
にん

です。等級
とうきゅう

別
べつ

では２級
きゅう

が最
もっと

も多
おお

く、全体
ぜんたい

の約
やく

55.7％を占
し

めています。 

 

【精神
せいしん

障 害
しょうがい

者
しゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

数
すう

の等 級
とうきゅう

別
べつ

内訳
うちわけ

（令和
れいわ

元
がん

年
ねん

度
ど

）】 

単位
た ん い

：人
にん

 

 １ 級
きゅう

 ２ 級
きゅう

 ３ 級
きゅう

 合計
ごうけい

 

精神
せいしん

障 害
しょうがい

者
しゃ

 

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

 

児童
じ ど う

 3 67 248 318 

成人
せいじん

 325 2,327 1,327 3,979 

小計
しょうけい

 328 2,394 1,575 4,297 

令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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第
だい

３節
せつ

 今
こん

後
ご

の見
み

込
こ

み 

 

本市
ほ ん し

の人
じん

口
こう

は、今
こん

後
ご

やや減少
げんしょう

傾向
けいこう

で推移
す い い

すると見
み

込
こ

まれます。【以下
い か

、各
かく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

数
すう

の増減
ぞうげん

傾向
けいこう

についてコメント
こ め ん と

】 

 

【今
こん

後
ご

の見
み

込
こ

み】 

単位
た ん い

：人
にん

 

 実績値
じ っ せき ち

 推計値
す い けい ち

 

 

令和
れ い わ

 

１年度
ねんど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ねんど

 

令和
れ い わ

 

３年度
ねんど

 

令和
れ い わ

 

４年度
ねんど

 

令和
れ い わ

 

５年度
ねんど

 

令和
れ い わ

 

６年度
ねんど

 

身体
しんたい

障 害
しょうがい

者
しゃ

手帳
てちょう

 

所持者
しょじしゃ

数
すう

 

15,919 15,495 15,497 15,497 15,498 15,498 

療 育
りょういく

手帳
てちょう

 

所持者
しょじしゃ

数
すう

 

3,554 3,386 3,365 3,345 3,324 3,303 

精神
せいしん

障 害
しょうがい

者
しゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

 

所持者
しょじしゃ

数
すう

 

4,297 3,902 3,899 3,894 3,891 3,886 

各
かく

年
ねん

度
ど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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第
だい

３章
しょう

  

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と基本
き ほ ん

目標
もくひょう
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第
だい

１節
せつ

 基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

 

 

【枚方市
ひらかたし

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

】 

 

○「障害
しょうがい

のある人
ひと

が、障害
しょうがい

のない人
ひと

と同
おな

じように、地域
ち い き

のなかで

自立
じ り つ

して生活
せいかつ

できるようにします。 

○障害
しょうがい

のある人
ひと

が、市民
し み ん

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として、あらゆる社会
しゃかい

生活
せいかつ

に

参加
さ ん か

し、いきいきと活動
かつどう

できるようにします。 
 

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

においては、法
ほう

の目
もく

的
てき

として、共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、障害
しょうがい

者
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
せ さ く

を総合
そうごう

的
てき

かつ計画
けいかく

的
てき

に推進
すいしん

するとされています。 

本計画
ほんけいかく

の上位
じょうい

計画
けいかく

である「第
だい

５次
じ

枚方市
ひらかたし

総合
そうごう

計画
けいかく

」においても、基本
き ほ ん

目
もく

標として「健
すこ

やかに、生
い

きがいを持
も

って暮
く

らせるまち」として「高齢
こうれい

者
しゃ

や障害
しょうがい

者
しゃ

などが生
い

きがいを感
かん

じながら、地
ち

域
いき

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

ができる環境
かんきょう

づくりを進
すす

めます」と掲
かか

げています。 

また、「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

」の施行
せ こ う

により、障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

とした差
さ

別
べつ

が禁止
き ん し

されるとともに、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に係
かか

る考
かんが

え方
かた

が示
しめ

され、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

においては

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

義務
ぎ む

が、民間
みんかん

事業所
じぎょうしょ

においては努力
どりょく

義務
ぎ む

が課
か

せられました。 

 

なお、国
くに

の「第
だい

４次
じ

障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

」では、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を「共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、

障害
しょうがい

者
しゃ

が、自
みずか

らの決
けっ

定
てい

に基
もと

づき社
しゃ

会
かい

のあらゆる活
かつ

動
どう

に参
さん

加
か

し、その能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

発揮
は っ き

して自己
じ こ

実現
じつげん

ができるよう支援
し え ん

」するとされています。 

本市
ほ ん し

では、障害
しょうがい

のあるなしに関
かか

わらず、すべての人
ひと

が個
こ

人
じん

として基本
き ほ ん

的
てき

人
じん

権
けん

を尊重
そんちょう

され、地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

の中
なか

で自
じこ

己決
けっ

定
てい

に基
もと

づき、その人
ひと

らしく生
せい

活
かつ

できる社
しゃ

会
かい

を目
め

ざしていま

す。 

今
こん

後
ご

も、地
ち

域
いき

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

のために、これまでの取
と

り組
く

みを継
けい

続
ぞく

し、充実
じゅうじつ

させて

いくことが必要
ひつよう

であり、本計画策定
ほんけいかくさくてい

にあたり、「枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

（第
だい

３次
じ

）」の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を継承
けいしょう

することとします。この理
り

念
ねん

に基
もと

づき、障
しょう

害
がい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

していきい

きと暮
ぐ

らせるよう、教
きょう

育
いく

、まちづくり、社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

などの施
せ

策
さく

の充
じゅう

実
じつ

や、社
しゃ

会
かい

資
し

源
げん

の整
せい

備
び

を図
はか

っていきます。 
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第
だい

２節
せつ

 基本
き ほ ん

目
もく

標
ひょう

 

 

この本計画
ほんけいかく

は、「枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

）」「枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）」「枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）」を一体的
いったいてき

に策定
さくてい

したものです。アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

や、

これまで、これからの法
ほう

改正
かいせい

、法
ほう

体系
たいけい

の変化
へ ん か

などを考慮
こうりょ

し、策定
さくてい

しています。 

この間
かん

、本市
ほ ん し

では、「枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

（第
だい

３次
じ

）」の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

、基本
き ほ ん

目標
もくひょう

に沿
そ

って、

障
しょう

害
がい

の有
う

無
む

によって、分
わ

け
け

隔
へだ

てられることがないよう、全
ぜん

庁
ちょう

的
てき

に取
と

り組
く

むとともに、

市
し

民
みん

ニ
に

ー
ー

ズ
ず

や法
ほう

改
かい

正
せい

などを捉
とら

え、適宜
て き ぎ

、必要
ひつよう

な施策
せ さ く

を講
こう

じてきたところです。 

障
しょう

害
がい

のある人
ひと

が地
ち

域
いき

で住
す

み続
つづ

けるためには、社会
しゃかい

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたり、更
さら

なる理解
り か い

促進
そくしん

、

社会
しゃかい

資源
し げ ん

の整備
せ い び

、施策
せ さ く

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

本計画
ほんけいかく

策定
さくてい

にあたり、市民

しみん

アンケート
あ ん け ー と

調査
とちょう

結果
け っ か

、障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

及
およ

び障
しょう

害
がい

者
しゃ

団
だん

体
たい

へのアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

などで意見
い け ん

、ニーズ
に ー ず

の把
は

握
あく

に努
つと

めてきました。これらのニ
に

ー
ー

ズ
ず

分
ぶん

析
せき

も踏
ふ

まえ、本
ほん

計
けい

画
かく

における基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

は、基本的
きほんてき

に前計画
ぜんけいかく

を継承
けいしょう

するとともに、

社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

や市民
し み ん

のニーズ
に ー ず

に合
あ

わせて、一部
ぶ

の基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を見
み

直
なお

し、基本
き ほ ん

方
ほう

向
こう

及
およ

び

具体的
ぐたいてき

な施策
せ さ く

に一定
いってい

の変更
へんこう

を加
くわ

えることにより、施策
せ さ く

の展開
てんかい

、充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ることとします。 

 

（１）基本
き ほ ん

目標
もくひょう

（１） 市
し

民
みん

啓
けい

発
はつ

及
およ

び地
ち

域
いき

との交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

「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

」の施行
せ こ う

により、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の概念
がいねん

が示
しめ

されました。前期
ぜ ん き

計画
けいかく

期間
き か ん

には市民
し み ん

の法
ほう

の趣旨
し ゅ し

の一
いっ

定
てい

の理
り

解
かい

は進
すす

んでいますが、十
じゅう

分
ぶん

に浸
しん

透
とう

したとは言
い

え
え

ない

状 況
じょうきょう

です。より多
おお

くの市

し

民

みん

を対
たい

象
しょう

に、障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

、障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

促進
そくしん

のため、啓発
けいはつ

を進
すす

めます。 

また、平成
へいせい

28年
ねん

の「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

」の施行
せ こ う

など、障害
しょうがい

を事由
じ ゆ う

として権利
け ん り

能力
のうりょく

に不安
ふ あ ん

のある人
ひと

などに対
たい

して権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

する必
ひつ

要
よう

性
せい

がより高
たか

まっています。 

 

権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

の制
せい

度
ど

の 周
しゅうち

知や推
すい

進
しん

を図
はか

るとともに、虐待
ぎゃくたい

や差
さ

別
べつ

につながることのないよ

うに早期
そ う き

の発
はっ

見
けん

と対
たい

応
おう

に努
つと

める必
ひつ

要
よう

があります。障害者差別解消地域支援協議会
し ょ う が い し ゃ さ べ つ か い し ょ う し え ん き ょ う

を通
つう

じ

て、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

と連
れん

携
けい

し、差別解消
さべつかいしょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。また、障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する

差
さ

別
べつ

や虐
ぎゃく

待
たい

について、迅
じん

速
そく

に対
たい

応
おう

できるよう努
つと

めていきます。 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の
どう

推進
すいしん

とともに、地域
ち い き

での交流
こうりゅう

促進
そくしん

については、障害
しょうがい

者
しゃ

も積極的
せっきょくてき

に

地域
ち い き

のイベント
い べ ん と

などに参加
さ ん か

できるよう啓
けい

発
はつ

を行
おこな

い、障
しょう

害
がい

者
しゃ

に対
たい

しても参
さん

加
か

を働
はたら

きかけ

ていきます。 

（２）基本
き ほ ん

目
もく

標
ひょう

（２） 障害
しょうがい

者
しゃ

（児
じ

）が安心
あんしん

できるまちづくり 

障害
しょうがい

者
しゃ

が安心
あんしん

できるまちづくりには、アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

です。建物
たてもの

のみ
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ならず、道路
ど う ろ

や交通網
こうつうもう

などのバ
ば

リ
り

ア
あ

フ
ふ

リ
り

ー
ー

化
か

を図
はか

り、環境
かんきょう

整
せい

備
び

を進
すす

めます。また、障害
しょうがい

者
しゃ

が地
ち

域
いき

で住
す

み続
つづ

けられるよう、 障害者
しょうがいしゃ

に対応
たいおう

した仕様
し よ う

の 住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

や

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

近
きん

年
ねん

には、医療
いりょう

的
てき

ケア
て き け

などを必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

の家族
か ぞ く

を含
ふく

めた支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

の把握
は あ く

など、

従
じゅう

来
らい

から提
てい

供
きょう

体
たい

制
せい

の確
かく

保
ほ

の難
むずか

しかった分
ぶん

野
や

への見
み

直
なお

しが課
か

題
だい

となっています。前期
ぜ ん き

計画
けいかく

では、子
こ

どもの成
せい

長
ちょう

にあわせて、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

の連
れん

携
けい

した、切
き

れ目
め

の無
な

い一貫
いっかん

した支援
し え ん

の提
てい

供
きょう

を図
はか

ってきました。本計画
ほんけいかく

でも支援
し え ん

を継続的
けいぞくてき

に発展
はってん

し、とくに保育
ほ い く

・療育
りょういく

・教育
きょういく

の切
き

れ目
め

の無
な

い連
れん

携
けい

を重
じゅう

視
し

して取
と

り組
く

みます。また、障害
しょうがい

のある子
こ

どもが健
すこ

やかに成
せい

長
ちょう

できるよう、障害
しょうがい

の有
う

無
む

にかかわらず、ともに理解
り か い

しあい、ともに学
まな

び、ともに育
そだ

つまちづくりの一
いっ

環
かん

として、地
ち

域
いき

で生
せい

活
かつ

を続
つづ

けるための方
ほう

策
さく

について充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。 

近
きん

年
ねん

の気象
きしょう

の変化
へ ん か

などにより、大規模
だ い き ぼ

な水害
すいがい

などの自然
し ぜ ん

災害
さいがい

が頻発
ひんぱつ

しており、避難
ひ な ん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

や、避難所
ひなんじょ

での生活
せいかつ

への支援
し え ん

などが、より喫緊
きっきん

の課題
か だ い

となっています。また、令和
れ い わ

２年
ねん

初
はじ

めからの新
しん

型
がた

コ
こ

ロ
ろ

ナ
な

ウ
う

イ
い

ル
る

ス
す

感
かん

染
せん

症
しょう

の世
せ

界
かい

的
てき

な流
りゅう

行
こう

により、感
かん

染
せん

症
しょう

予
よ

防
ぼう

対
たい

策
さく

の

ため、人
ひと

が集
あつ

まることが困
こん

難
なん

となっており、結果
け っ か

として、サービスの提
てい

供
きょう

や相
そう

談
だん

支
し

援
えん

を

受
う

けられないといった支
し

障
しょう

をきたしています。そういった新た
あ ら た

な災害
さいがい

や感染症
かんせんしょう

への

対策
たいさく

の観点
かんてん

を加味
か み

し、障害
しょうがい

者
しゃ

をはじめ、避難行動要支援者
ひなんこうどうようしえんしゃ

となる方
かた

に対
たい

する配
はい

慮
りょ

につい

て、周知
しゅうち

、啓発
けいはつ

を行
おこな

うなど、安
あん

心
しん

できるまちづくりに向
む

けてのさまざまな取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

（３）基本
き ほ ん

目
もく

標
ひょう

（３） 安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるサービス
さ ー び す

の確保
か く ほ

と提供
ていきょう

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

に係
かか

る提
てい

供
きょう

基
き

盤
ばん

は概
おおむ

ね順 調
じゅんちょう

に整備
せ い び

されており、市内
し な い

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

は充実
じゅうじつ

してきています。ただし、サービス
さ ー び す

の種類
しゅるい

によっては、事業
じぎょう

者
しゃ

の参入
さんにゅう

が一定
いってい

数
すう

で横ばい
よ こ ば い

になりつつある傾向
けいこう

もみられます。今期
こ ん き

計画
けいかく

では、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

基盤
き ば ん

を拡大
かくだい

す

べき分
ぶん

野
や

では引
ひ

き続
つづ

き多
た

種
しゅ

多
た

様
よう

な事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

の参
さん

入
にゅう

を呼
よ

びかけるとともに、事業
じぎょう

者
しゃ

に対
たい

し

研
けん

修
しゅう

等
とう

を実施
じ っ し

し、サービス
さ ー び す

の量
りょう

と質
しつ

の両面
りょうめん

での向上
こうじょう

を図
はか

っていきます。 

また、情
じょう

報
ほう

などのソ
そ

フ
ふ

ト
と

面
めん

についてもバ
ば

リ
り

ア
あ

フ
ふ

リ
り

ー
ー

化
か

を図
はか

るため、多
た

様
よう

な手
しゅ

法
ほう

を用
もち

い

て情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

が図
はか

れるよう改
かい

善
ぜん

に努
つと

め、障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

決定
けってい

を支援
し え ん

する観点
かんてん

からも

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

などでは、障害
しょうがい

のある人
ひと

の支援
し え ん

者
しゃ

の疲
ひ

労
ろう

を防
ふせ

ぐためのレスパイト
れ す ぱ い と

（休息
きゅうそく

）の必要性
ひつようせい

や、緊急
きんきゅう

時
じ

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の確保
か く ほ

の課題
か だ い

が浮
う

き彫
ぼ

りとなりました。

障害
しょうがい

特
とく

性
せい

ごとに異
こと

なるニ
に

ー
ー

ズ
ず

に対
たい

応
おう

した、きめ細
こま

やかな緊
きん

急
きゅう

時
じ

にも対
たい

応
おう

できる支
し

援
えん

体
たい

制
せい

づくりに努
つと

めます。 

医療
いりょう

的
てき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とされる在宅
ざいたく

障害
しょうがい

児
じ

・
じ

者
しゃ

は依
い

然
ぜん

として増
ぞう

加
か

傾
けい

向
こう

にあり、保健
ほ け ん

機関
き か ん

、

医療
いりょう

機関
き か ん

と
かん

の連携
れんけい

を強化
きょうか

し、ネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く

化
か

を図
はか

っていきます。とくに医
い

療
りょう

的
てき

ケ
てけ

ア
あ

を必
ひつ

要
よう

とする子
こ

どもについて、支援
し え ん

を充
じゅう

実
じつ

することにより居
い

場
ば

所
しょ

の確
かく

保
ほ

にも取
と

り組
く

みます。 
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（４）基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

（４） 自
じ

分
ぶん

らしい生
い

き方
かた

を見
み

つける・選
えら

ぶ 

本市
ほ ん し

の職員
しょくいん

としての障害
しょうがい

者
しゃ

雇用
こ よ う

、チャレンジ
ち ゃ れ ん じ

雇用
こ よ う

を実施
じ っ し

するとともに、民間
みんかん

事業所
じぎょうしょ

に対
たい

しても障害
しょうがい

者
しゃ

の就
しゅう

労
ろう

を働
はたら

きか
か

けていきます。今

こん

後

ご

も、
も

一
いっ

般
ぱん

就
しゅう

労
ろう

に向
む

けての支援
し え ん

の一
いっ

層
そう

の充
じゅう

実
じつ

に取
と

り組
く

んでいきます。 

枚方市自立支援協議会就労支援部会等
ひらかたしじりつしえんきょうぎかいしゅうろうしえんぶかいかい

の 関係
かんけい

機関
き か ん

と 連携
れんけい

を 図
はか

る な ど 、

就労継続支援事業所等
しゅうろうけいぞくしえんじぎょうしょしょ

の工賃
ちんぎん

向上
こうじょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みを引
ひ

き続
つづ

き支援
し え ん

していきます。 

また、障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

と自己
じ こ

実現
じつげん

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

や文化
ぶ ん か

・

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

、スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

といった、自分
じ ぶ ん

らしく過
す

ごすことのできる

活動
かつどう

を支援
し え ん

するとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

が活
かつ

動
どう

を通
つう

じて地
ち

域
いき

や社
しゃ

会
かい

と交
こう

流
りゅう

し、自
じ

分
ぶん

の

メ
め

ッ
っ

セ
せ

ー
ー

ジ
じ

を発
はっ

信
しん

できる機
き

会
かい

の増
ぞう

設
せつ

にも取
と

り
り

組み
み

ます。 

さらに、近
きん

年
ねん

の感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

にともない、人
ひと

と人
ひと

とのふれあいの機
き

会
かい

が減
へ

っている

問
もん

題
だい

に対応
たいおう

するため、いわゆる「新
あたら

しい
い

生
せい

活
かつ

様
よう

式
しき

」の実践
じっせん

を通
つう

じて、先進
せんしん

技術
ぎじゅつ

などを活用
かつよう

したコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を支援
し え ん

し、他
た

者
しゃ

との直接的
ちょくせつてき

な接触
せっしょく

の機会
き か い

の減少が、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

の社会
しゃかい

からの阻害
そ が い

につながることのないように取
と

り組
く

みます。感
かん

染
せん

症
しょう

予
よ

防
ぼう

対
たい

策
さく

に限
げん

定
てい

せず、支援
し え ん

ツール
つ ー る

によって障害
しょうがい

のある人
ひと

の情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

と発信
はっしん

が容易
よ う い

になり、より他
た

者
しゃ

とコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

が円滑
えんかつ

に進
すす

む環
かん

境
きょう

整
せい

備
び

をめざします。 

（５）基本
き ほ ん

目
もく

標
ひょう

（５） 身近
み ぢ か

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

ときめ細
こま

やかな情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

などでは、相談先
そうだんさき

を障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

とする人
ひと

は、まだまだ少
すく

なく、相談
そうだん

支援
し え ん

を利用
り よ う

しない理由
り ゆ う

に「どんな内容
ないよう

を相談
そうだん

すればいいのか」「どんなサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

か知
し

らない」などが多
おお

いことから、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

などの周
しゅう

知
ち

に努
つと

め、身
み

近
ぢか

でわか

りやすい相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

の更
さら

なる充
じゅう

実
じつ

を図
はか

っていきます。 

前
ぜん

期
き

計
けい

画
かく

では、
は

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の形
けい

成
せい

に向
む

け、地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

への移
い

行
こう

や一
いっ

般
ぱん

就
しゅう

労
ろう

を進
すす

め、障
しょう

害
がい

者
しゃ

の自
じ

立
りつ

した生
せい

活
かつ

を支援
し え ん

するために、障害
しょうがい

のある人
ひと

を地
ち

域
いき

全
ぜん

体
たい

で支
ささ

える一
いっ

環
かん

として、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

を含
ふく

む支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の構
こう

築
ちく

を図
はか

ってきました。 

現在
げんざい

、福祉
ふ く し

の各
かく

分
ぶん

野
や

に関
かか

わる国
くに

の基
き

本
ほん

方
ほう

針
しん

として示
しめ

されている「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

のためには、相談
そうだん

支援
し え ん

について、地
ち

域
いき

の相
そう

談
だん

などを受
う

け止
と

めて
て

自
みずか

ら対
たい

応
おう

する機
き

能
のう

、ある

いは適
てき

切
せつ

な支
し

援
えん

機
き

関
かん

に
かん

つなぐ機
き

能
のう

、多
た

機
き

能
のう

が協
きょう

働
どう

するための中
ちゅう

核
かく

あるいは伴
ばん

走
そう

支
し

援
えん

を

担
にな

う機
き

能
のう

、などが求
もと

められています。そのためには、他
た

の福祉
ふ く し

分
ぶん

野
や

を含
ふく

めて、「どこに相談
そうだん

しても適切
てきせつ

な支援
し え ん

につながる」相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

が課題
か だ い

となります。 

本計画
ほんけいかく

では、前期
ぜ ん き

計画
けいかく

での相談
の

支援
し え ん

体制
たいせい

の
せい

構築
こうちく

を継続的
けいぞくてき

に発展
はってん

し、障
しょう

害
がい

児
じ

福
ふく

祉
し

と関
かん

連
れん

する子
こ

育
そだ

てや児
じ

童
どう

福
ふく

祉
し

分
ぶん

野
や

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の高齢
こうれい

化
か

と
か

関連
かんれん

する高齢
こうれい

者
しゃ

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

などと

連携
れんけい

して、地域
ち い き

での福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

すべてをつなぐ、総
そう

合
ごう

的
てき

な
てき

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の
せい

構
こう

築
ちく

に取
と

り組
く

み

ます。 
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第
だい

３節
せつ

 施策
せ さ く

体系
たいけい

 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 基
き

本
ほん

方
ほう

向
こう

 施策
せ さ く

 

第
だい

１節
せつ

  

市
し

民
みん

啓
けい

発
はつ

及
およ

び
び

地
ち

域
いき

との交
こう

流
りゅう

の推
すい

進
しん

 

１ 多様
た よ う

な啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

（１）人権
じんけん

・人命
じんめい

の尊重
そんちょう

 

（２）虐待
ぎゃくたい

や差
さ

別
べつ

の防止
ぼ う し

 

（３）合理的
ご う りて き

配慮
はいりょ

 

２ 地域
ち い き

との交流
こうりゅう

 

（１）地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

 

（ ２ ） 地域
ち い き

交流
こうりゅう

の 推進
すいしん

と

居場所づくり
い ば し ょ づ く り

 

第２節
だ い ２せ つ

  

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）が安心
あんしん

できるま

ちづくり 

１ 公共
こうきょう

施設
し せ つ

の整備
せ い び

等
とう

 （１）バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の整備
せ い び

 

２ 保育
ほ い く

・療育
りょういく

・教育
きょういく

の

充 実
じゅうじつ

 
（１）保育

ほ い く

・療育
りょういく

・教育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

３ 災害
さいがい

対策
たいさく

 

（１）自然
し ぜ ん

災害
さいがい

（避難
ひなん

行動
こうどう

要
よう

支援
しえん

者
しゃ

対策
たいさく

） 

（２）感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

 

第
だい

３節
せつ

  

安
あん

心
しん

して生
せい

活
かつ

できるサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の確
かく

保
ほ

と提
てい

供
きょう

 

１ 地域
ち い き

生活
せいかつ

への支援
しえん

 

（ １ ） 福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

の

充 実
じゅうじつ

と質
しつ

の向上
こうじょう

 

（２）多様
た よ う

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

 

２ 緊 急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

 （１） 障
しょう

害
がい

ニ
に

ー
ー

ズ
ず

に応
おう

じた対
たい

応
おう

 

３ 保健
ほけん

・医療
いりょう

との連携
れんけい

 （１）保健
ほけん

・医療
いりょう

との連携
れんけい

 

第
だい

４節
せつ

  

自
じ

分
ぶん

らしい生
い

き方
かた

を見
み

つけ

る・選
えら

ぶ 

１ 就
しゅう

労
ろう

に向
む

けた支
し

援
えん

 

（１）就
しゅう

労
ろう

に向
む

けた支援
しえん

 

（２）就
しゅう

労
ろう

に関
かん

する相
そう

談
だん

支援
しえん

 

（３）工
こう

賃
ちん

向
こう

上
じょう

に向
む

けた支援
しえん

 

２ 社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

と多
た

様
よう

な学
がく

習
しゅう

への支援
しえん

 

（１）生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の推進
すいしん

 

（２）文化
ぶ ん か

・芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

への支援
しえん

 

（３）スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

への支援
しえん

 

３ 新
あたら

しい生
せい

活
かつ

様
よう

式
しき

の実
じっ

践
せん

 

（１）多様
た よ う

な変化
へ ん か

に対応
たいおう

した社会
しゃかい

参加
さ ん か

 

（２）先進
せんしん

技術
ぎじゅつ

による支援
しえん

ツール
つ ー る

の
る

活用
かつよう

 

第
だい

５節
せつ

  

身
み

近
ぢか

な相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

の充
じゅう

実
じつ

とき

め細
こま

やかな情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

 

１ 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

 
（１）相

そう

談
だん

・支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の
せい

充
じゅう

実
じつ

ときめ

細
こま

やかな情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

 

２ 関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

によ

る支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

（１）関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による支援
しえん

の充 実
じゅうじつ
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第
だい

４章
しょう

  

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

） 
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第
だい

１節
せつ

 市
し

民
みん

啓
けい

発
はつ

及
およ

び地
ち

域
いき

との交
こう

流
りゅう

の推
すい

進
しん

 

１．多様
た よ う

な啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障害
しょうがい

の有
う

無
む

に関
かか

わらずともに生
い

きる社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

、ひいては人権
じんけん

・人命
じんめい

の尊重
そんちょう

のため、

障害
しょうがい

や障害
しょうがい

者
しゃ

についての理
り

解
かい

を深
ふか

める多
た

様
よう

な啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

が必
ひつ

要
よう

です。 

義務
ぎ む

教育
きょういく

においては、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

で、例
たと

えば、点字
て ん じ

や手話
し ゅ わ

の学習
がくしゅう

、車
くるま

いす体験
たいけん

や

地域
ち い き

の障害
しょうがい

者
しゃ

関
かん

係
けい

施
し

設
せつ

との交
こう

流
りゅう

を行
おこな

うなど、体
たい

験
けん

的
てき

な学
がく

習
しゅう

を進
すす

めています。地
ち

域
いき

で

ともに学
まな

ぶ教
きょう

育
いく

を推進
すいしん

し、義務
ぎ む

教育
きょういく

の早期
そ う き

から継続的
けいぞくてき

に障害
しょうがい

者
しゃ

理解
り か い

教育
きょういく

や人権
じんけん

教育
きょういく

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

地域
ち い き

においては、関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

の協 力
きょうりょく

を得
え

ながら、人
じん

権
けん

週
しゅう

間
かん

や障
しょう

害
がい

者
しゃ

週
しゅう

間
かん

を中
ちゅう

心
しん

に障
しょう

害
がい

者
しゃ

に関
かん

する講
こう

演
えん

会
かい

や映画会
えいがかい

などを実施
じ っ し

しています。また地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

に

おいても、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

を
ぎょう

実施
じ っ し

しています。毎
まい

年
とし

障害
しょうがい

者
しゃ

週間
しゅうかん

の時期
じ き

には、市
し

と枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

の共催
きょうさい

で、啓発
けいはつ

イベント
い べ ん と

として「ほっこりひらかた」を開催
かいさい

していま

す。今後
こ ん ご

も各種
かくしゅ

のイベント
い べ ん と

等
など

の機会
き か い

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

市
し

の広報
こうほう

については、広報
こうほう

ひらかたに障害
しょうがい

や障害
しょうがい

者
しゃ

に関
かん

する記
き

事
じ

を掲
けい

載
さい

しており、

今
こん

後
ご

も理
り

解
かい

を深
ふか

めるための啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

に取
と

り組
く

む必
ひつ

要
よう

があります。 

市
し

の職員
しょくいん

については、毎
まい

年
とし

新入
しんにゅう

職員
しょくいん

を対象
たいしょう

に、人
じん

権
けん

研修
けんしゅう

として障害
しょうがい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解消
かいしょう

に関
かん

する研
けん

修
しゅう

等
とう

を行
おこな

っています。 

また、市民
し み ん

や民間
や み ん

事業
じぎょう

者
しゃ

に対
たい

しても、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差
さ

別
べつ

をなくし、誰
だれ

もが生
い

きや

すい社
しゃ

会
かい

にしていくため、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

者
しゃ

についての理
り

解
かい

を深
ふか

める啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

が求
もと

められ

ています。 

虐
ぎゃく

待
たい

や差
さ

別
べつ

の防
ぼうし

止に向
む

けては、判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

な障害
しょうがい

者
しゃ

の権
けん

利
り

や財
ざい

産
さん

を守
まも

るた

めに、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

と連
れん

携
けい

し、成年後見制度
せいねんこうけんせいど

に関
かん

する周
しゅう

知
ち

や相
そう

談
だん

に努
つと

めています。また、必
ひつ

要
よう

な方
かた

には、市
し

長
ちょう

による裁
さい

判
ばん

所
しょ

への後
こう

見
けん

等
とう

の申
もう

し立
た

てや、後
こう

見
けん

人
にん

等
など

への報
ほう

酬
しゅう

支
し

払
はら

いの

助
じょ

成
せい

を実
じっ

施
し

しています。 

「障害
しょうがい

者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害
しょうがい

者
しゃ

の養護
よ う ご

者
しゃ

に対する支援
し え ん

等
とう

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

」に基
もと

づき、本市
ほ ん し

においては、枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

し、市内
し な い

障害
しょうがい

者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の協 力
きょうりょく

とともに、相
そう

談
だん

・通
つう

報
ほう

の受
う

け付
つ

け及
およ

び対
たい

応
おう

を行
おこな

っています。また、警察
けいさつ

署
しょ

や消防
しょうぼう

署
しょ

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

で構成
こうせい

する枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

関係
かんけい

機関
き か ん

会議
か い ぎ

を設置
せ っ ち

し、障害
しょうがい

者
しゃ

虐
ぎゃく

待
たい

の防
ぼう

止
し

と虐
ぎゃく

待
たい

事
じ

案
あん

に対
たい

する適
てき

切
せつ

な対
たい

応
おう

に取
と

り組
く

んでいます。 

障害
しょうがい

者
しゃ

虐
ぎゃく

待
たい

に関
かん

する相
そう

談
だん

・通
つう

報
ほう

件
けん

数
すう

の増
ぞう

加
か

と共
とも

に、虐待
ぎゃくたい

内容
ないよう

も複雑化
ふくざつか

しており、迅
じん

速
そく

な対
たい

応
おう

とともに、対
たい

応
おう

する職
しょく

員
いん

のス
す

キ
き

ル
る

ア
あ

ッ
っ

プ
ぷ

が求
もと

められています。 

差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

や合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

については「不
ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

い」と「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」
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を差
さ

別
べつ

として禁止
き ん し

し、差
さ

別
べつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

する「
る

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする
と す

差
さ

別
べつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に

関
にかん

する法律
ほうりつ

（障害
しょうがい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解消法
かいしょうほう

）」が施行
せ こ う

され、3年
ねん

が経過
け い か

したところです。 

本市
ほ ん し

では、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において、障害
しょうがい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

に関
かん

する相
そう

談
だん

や対
たい

応
おう

を円
えん

滑
かつ

に行
おこな

うため、

関係
かんけい

機関
き か ん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

組織
そ し き

として「枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

差別解消支援地域協議会
さげつかいしょうしえんちいききょうぎかい

」が設
せっ

置
ち

さ

れており、広
こう

範
はん

多
た

岐
き

に渡
わた

る障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

に関
かん

する相
そう

談
だん

について、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、対応
たいおう

しています。 

また、職員
しょくいん

が遵守
じゅんしゅ

すべき服務
ふ く む

規律
き り つ

の一環
いっかん

として策定
さくてい

された「職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

」や、

「窓
まど

口
ぐち

における障
しょう

害
がい

のあ
の

る市

し

民
みん

に対
たい

する配
はい

慮
りょ

マ
ま

ニ
に

ュ
ゅ

ア
あ

ル
る

」に従
したが

い、職員
しょくいん

が窓口
まどぐち

におい

て障害
しょうがい

のある市民
し み ん

に対応
に た い

する際
さい

には、障害
しょうがい

を正
ただ

しく理
り

解
かい

したうえで、適
てき

切
せつ

な対
たい

応
おう

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する虐
ぎゃく

待
たい

や差
さ

別
べつ

をなくすためには、障害
しょうがい

に対する理
り

解
かい

を深
ふか

める啓
けい

発
はつ

が

重
じゅう

要
よう

であり、継
けい

続
ぞく

して啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

を行
おこな

いながら、相
そう

談
だん

対
たい

応
おう

に努
つと

めていく必要
ひつよう

があります。 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、「障害
しょうがい

があることで差
さ

別
べつ

や嫌
いや

な思
おも

いをすることは、この５年
ねん

間
かん

で変
か

わったように思
おも

いますか」との問
と

いに対
たい

して、「増
ふ

えたと思
おも

う」「減
へ

ったと思
おも

う」と

の回
かい

答
とう

がそれぞれ約
やく

７％前
ぜん

後
ご

で同
どう

程
てい

度
ど

となっています。「増
ふ

えたと思
おも

う」割
わり

合
あい

は精神
せいしん

に

障害
しょうがい

のある人
ひと

で 10.9％と最
もっと

も高
たか

く、「減
へ

ったと思
おも

う」割合
わりあい

は発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

で

7.8％と最
もっと

も高
たか

くなっています。また、「差
さ

別
べつ

を感
かん

じたことがない、嫌
いや

な思
おも

いをしたこと

がない」との回
かい

答
とう

は、身体
しんたい

に障害
しょうがい

のある人
ひと

や難病
なんびょう

のある人
ひと

では約
やく

２割
わり

前
ぜん

後
ご

と多
おお

く、発達
はったつ

障害
しょうがい

のある
の

人
ひと

や知的障害
しょうがい

のある人
ひと

では１割
わり

未
み

満
まん

と少
すく

なくなっています。（ｐ .## 

グラフ
ぐ ら ふ

１参照
さんしょう

）。 

 

【グラフ
ぐ ら ふ

１：障害
しょうがい

があることで差別
さ べ つ

や嫌
いや

な思
おも

いをすること（令
れい

和
わ

２年
ねん

度
ど

障
しょう

害
がい

者
しゃ

ア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.2 

6.8 

10.9 

8.4 

3.5 

9.5 

32.1 

41.3 

32.0 

44.2 

37.6 

45.7 

6.3 

6.8 

7.4 

7.8 

3.5 

6.0 

19.2 

8.5 

12.1 

7.8 

22.4 

9.5 

24.1 

26.4 

28.1 

25.3 

23.5 

25.9 

11.0 

10.2 

9.4 

6.5 

9.4 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(N=473)

知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256)

発達障害(N=154)

難病患者(N=85)

18歳未満(N=116)

増えたと思う

あまり変わらないと思う

減ったと思う

差別を感じたことがない、嫌な思いをしたことがない

わからない

無回答

歳
以
上

18
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■施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

市民
し み ん

や民間
みんかん

事業
じぎょう

者
しゃ

等
など

が、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

者
しゃ

について正
ただ

しい理
り

解
かい

や認
にん

識
しき

を持
も

てるよう、関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

・機
き

関
かん

等
とう

と協
きょう

力
りょく

し、市民

しみん

や各種
や か く

団体
だんたい

等
とう

への啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

を展開
てんかい

します。 

成
せい

年
ねん

後見制
こうけんせい

度
ど

の利用
り よ う

が必要
が ひ つ

とされる方
かた

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

や相談
そうだん

、支援
し え ん

の充
じゅう

実
じつ

に努めます。 

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害
しょうがい

者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

および相談
そうだん

・通報
つうほう

に対
たい

する 迅
じんそく

速な対
たい

応
おう

に努
つとめ

めます。 

枚方市障害者差別解消支援地域協議会
ひらかたししょうがいしゃさべつかいしょうしえんちいききょう

による関係
かんけい

機関
き か ん

とのネットワーク
ね っ と わ ー く

を活用
かつよう

し、大
おお

阪
さか

府
ふ

とも連
れん

携
けい

を図
はか

りながら、障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

に関
かん

する相
そう

談
だん

に適正
てきせい

に対応
たいおう

していきます。 

 

（１）人
じん

権
けん

・人
じん

命
めい

の尊
そん

重
ちょう

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所
しょ

管
かん

課
か

 

1-1-

(1) 

人権
じんけん

尊重
そんちょう

のまちづくり

への総合的
そうごうてき

取り組み
と り く み

 

人
じん

権
けん

尊重
そんちょう

の理念
り ね ん

の浸透
しんとう

と障害
しょうがい

者
しゃ

への差
さ

別
べつ

をはじめ、あらゆる

差
さ

別
べつ

の撤
てっ

廃
ぱい

に向
む

け、啓
けい

発
はつ

や学
がく

習
しゅう

を進
すす

めていきます。 

人
じん

権
けん

政策室
せいさくしつ

 

教育
きょういく

支援
し え ん

推進
すいしん

室
しつ

（ 児童
じ ど う

生徒
せ い と

支援
し え ん

担当
たんとう

） 

1-1-

(1) 
職員
しょくいん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

 

障害
しょうがい

に関
かん

する理
り

解
かい

を深
ふか

めるた

め、人権
じんけん

や障害
しょうがい

に関
かん

する 職
しょくいん

員 研
けんしゅう

修を 行
おこな

います。また、

手話
し ゅ わ

研修
けんしゅう

など、障害
しょうがい

への認
にん

識
しき

を深
ふか

める取
と

り組
く

みを継
けい

続
ぞく

しま

す。 

人
じん

事
じ

課
か

 

地
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

（
しつ

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

担
たん

当
とう

） 

 

（２）虐
ぎゃく

待
たい

や差
さ

別
べつ

の防
ぼう

止
し

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所
しょ

管
かん

課
か

 

6-2-

(1) 

障害
しょうがい

者
しゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

と成
せい

年
ねん

後見制
こうけんせい

度
ど

の利用
り よ う

援助
えんじょ

の

充実
じゅうじつ

 

知的
ち て き

障害
しょうがい

者
しゃ

、 精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

、

認知症
にんちしょう

高齢
こうれい

者
しゃ

等の権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

を図
はか

るために、成年後見制度
せいねんこうけんせいど

につい

て、相
そう

談
だん

を受
う

け援
えん

助
じょ

できる体
たい

制
せい

を整
せい

備
び

し、事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めま

す。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（ 健康
けんこう

福祉
ふ く し

総合
そうごう

相談
そうだん

担当
たんとう

） 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所
しょ

管
かん

課
か

 

6-2-

(1) 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための制
せい

度
ど

等
など

の周知
しゅうち

 

成
せい

年
ねん

後見制
こうけんせい

度
ど

や 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

が実施
じ っ し

している権利
け ん り

擁護
よ う ご

の

ための取
と

り組
く

みについて障害
しょうがい

のある人
ひと

や家族
か ぞ く

への周知
しゅうち

を図
はか

る

とともに、広報
こうほう

、パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

の

発行
はっこう

や窓口
まどぐち

等
とう

における情報
じょうほう

を

提供
ていきょう

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（ 健康
けんこう

福祉
ふ く し

総合
そうごう

相談
そうだん

担当
たんとう

） 

地
ち

域
いき

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

 

6-2-

(2) 
虐待
ぎゃくたい

への対応
たいおう

 

障害
しょうがい

者
しゃ

への虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

のため、

障害
しょうがい

者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

で、

24時間
じ か ん

365日
にち

体制
たいせい

で相談
そうだん

・通報
つうほう

に

対応
たいおう

します。関
かん

係
けい

機
き

関
かん

と連
れん

携
けい

し、

虐
ぎゃく

待
たい

発
はっ

見
けん

後
ご

の迅
じん

速
そく

、かつ適
てき

切
せつ

な

対
たい

応
おう

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

6-2-

(3) 

障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
しょう

法
ほう

への

対
たい

応
おう

 

障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

に

資
し

する取
と

り組
く

みとして、関係
かんけい

機関
き か ん

とネットワーク
ね っ と わ ー く

組織
そ し き

を構築
こうちく

し、情報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

および共有
きょうゆう

を図
はか

ります。相談
そうだん

事案
じ あ ん

に対
たい

し、

関係
かんけい

機関
き か ん

や大阪府
おおさかふ

と連携
れんけい

し、差
さ

別
べつ

解
かい

消
しょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みを

推進
すいしん

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

 

（３）合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

1-1-

(2) 

障害
しょうがい

者
しゃ

への理
り

解
かい

を深
ふか

め

る教
きょう

育
いく

 

小
しょう

・ 中
ちゅう

学
がっ

校
こう

においては、学
がく

年
ねん

に合
あ

わせて、さまざまな障害
しょうがい

に

関
かん

する障害
しょうがい

者
しゃ

理
り

解
かい

教
きょう

育
いく

を進
すす

め

ます。 

教育
きょういく

支援
し え ん

推進
すいしん

室
しつ

（ 児童
じ ど う

生徒
せ い と

支援
し え ん

担当
たんとう

） 

1-1-

(2) 
情報
じょうほう

発信
はっしん

 

広報
こうほう

ひらかたやホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

を

はじめ、さまざまな媒
ばい

体
たい

を通
とお

し

て、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

者
しゃ

に関
かん

する啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

及
およ

び取
と

り組
く

みなどの 情
じょう

報
ほう

を広
ひろ

く発
はっ

信
しん

していきます。 

広報
こうほう

プロモーション課
ぷ ろ も ー し ょ ん か

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（
しつ

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

1-1-

(2) 
イベント
い べ ん と

の開催
かいさい

 

障害
しょうがい

や障害
しょうがい

者
しゃ

への理
り

解
かい

を 促
うなが

す た め 、 啓
けい

発
はつ

イベント
い べ ん と

や

キャンペーン
き ゃ ん ぺ ー ん

を開催
かいさい

します。 

人
じん

権
けん

政策室
せいさくしつ

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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２．地
ち

域
いき

との交
こう

流
りゅう

 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、地域
ち い き

の中
なか

で生活
せいかつ

し、地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として、あらゆる社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

に参
さん

加
か

し、生
い

き生
い

きと活
かつ

動
どう

できる社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

に向
む

けて、ともに支
ささ

えあい、助
たす

けあうまちにす

るためには、ボ
ぼ

ラ
ら

ン
ん

テ
て

ィ
ぃ

ア
あ

や交
こう

流
りゅう

活
かつ

動
どう

また居
い

場
ば

所
しょ

づくりを推
すい

進
しん

することが重
じゅう

要
よう

です。 

本市
ほ ん し

では、「いつまでも安
あん

心
しん

して地
ち

域
いき

で暮
ぐ

らせるように、支
ささ

えあえる地
ち

域
いき

を創
つく

る」を

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とする「枚方市
ひらかたし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」に基
もと

づき、地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

の支
しえん

援や普
ふ

及
きゅう

に努
つと

め

ています。 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

体験
たいけん

の機会
き か い

として、枚方市
ひらかたし

及
およ

び近隣市
きんりんし

在住
ざいじゅう

の高校生
こうこうせい

から 30歳
さい

代
だい

を

対象
たいしょう

に、夏季
か き

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

体験
たいけん

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を、関係
かんけい

団体
だんたい

と協 力
きょうりょく

して実施
じ っ し

しています。 

地域
ち い き

の中
なか

での障害者
しょうがいしゃ

の居場所
い ば し ょ

として、気
き

軽
がる

に立
た

ち寄
よ

れ交
こう

流
りゅう

できる地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

についてはⅠ型
いちかた

、Ⅱ型
に が た

、Ⅲ型
さんかた

と、それぞれ特
とく

色
しょく

を持
も

った取
と

り組
く

みを行
おこな

い、地域
ち い き

と

の交流
こうりゅう

の場
ば

として活動
かつどう

していることから、今後
こ ん ご

も、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と協
きょう

力
りょく

して

身
み

近
ぢか

な居
い

場
ば

所
しょ

づくりに努
つと

めることが必
ひつ

要
よう

です。 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、「余暇
よ か

にしたい活動
かつどう

をするために何
なに

が必要
ひつよう

ですか」との問
と

いに対
たい

して、全
ぜん

体
たい

では「特
とく

にない」方
かた

を除
のぞ

いて、約
やく

28％の方
かた

が「いつでも気
き

軽
がる

に立
た

ち寄
よ

り、仲
なか

間
ま

達
たち

と過
す

ごすことのできる場
ば

所
しょ

」、約
やく

18％の方
かた

が「介
かい

助
じょ

者
しゃ

や支
し

援
えん

者
しゃ

の付
つ

き添
そ

い」を挙
あ

げ

ています。障
しょう

害
がい

種
しゅ

別
べつ

にみても全
ぜん

体
たい

の傾
けい

向
こう

は共
きょう

通
つう

していますが、身体
しんたい

に障害
しょうがい

のある人
ひと

で

は「交通
こうつう

機関
き か ん

や公共
こうきょう

施設
し せ つ

の改善
かいぜん

」、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

や発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「活動
かつどう

を応援
おうえん

するボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の養成
ようせい

」「イ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

などの情
じょう

報
ほう

が簡
かん

単
たん

にわかる仕
し

組
く

み」、難
なん

病
びょう

のある人
ひと

では「見
み

に行
い

きたいと思
おも

うス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ツ
つ

や芸
げい

術
じゅつ

文
ぶん

化
か

イ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

の開
かい

催
さい

」「交
こう

通
つう

機
き

関
かん

や

公
こう

共
きょう

施
し

設
せつ

の改
かい

善
ぜん

」、18歳
さい

未
み

満
まん

の児
じ

童
どう

では「スポーツ
す ぽ ー つ

や趣味
し ゅ み

の講習会
こうしゅうかい

」「交通
こうつう

機関
き か ん

や公共
こうきょう

施設
し せ つ

の改善
かいぜん

」「イベント
い べ ん と

などの情報
じょうほう

が簡
かん

単
たん

にわかる仕
し

組
く

み」が、それぞれ他
た

の障
しょう

害
がい

種
しゅ

別
べつ

に比
くら

べて多
おお

い傾
けい

向
こう

にあります。前
ぜん

回
かい

調
ちょう

査
さ

に引
ひ

き続
つづ

き、居
い

場
ば

所
しょ

づくりが重
じゅう

要
よう

であること

を示
しめ

す結
けっ

果
か

となり、今
こん

後
ご

も身
み

近
ぢか

な居
い

場
ば

所
しょ

づくりに努
つと

めることが求
もと

められています。また、

障
しょう

害
がい

種
しゅ

別
べつ

によっては、ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ツ
つ

や文
ぶん

化
か

に関
かか

わるイ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

などの開
かい

催
さい

と、開
かい

催
さい

情
じょう

報
ほう

の提
てい

供
きょう

へのニ
に

ー
ー

ズ
ず

が高
たか

く、多
た

様
よう

な余
よ

暇
か

を過
す

ごせるように支
し

援
えん

することが課
か

題
だい

です（ｐ.## 

グラフ
ぐ ら ふ

２参照
さんしょう

）。 
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【グラフ
ぐ ら ふ

２：余暇
よ か

活動
かつどう

をするために必要
ひつよう

なこと（複
ふく

数
すう

回答
かいとう

）（令
れい

和
わ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.1 

12.7 

4.9 

20.1 

2.7 

15.6 

12.3 

15.6 

9.9 

2.5 

31.9 

3.4 

14.0 

6.4 

16.6 

39.1 

8.1 

15.3 

37.4 

8.9 

19.1 

1.7 

18.7 

4.7 

12.9 

14.8 

3.1 

23.8 

3.5 

14.5 

6.6 

8.2 

10.2 

0.8 

34.4 

5.9 

14.9 

16.2 

13.6 

33.1 

6.5 

14.9 

30.5 

9.7 

15.6 

1.9 

24.0 

3.2 

15.3 

11.8 

8.2 

22.4 

3.5 

20.0 

22.4 

15.3 

11.8 

1.2 

28.2 

2.4 

21.6 

14.7 

10.3 

46.6 

5.2 

15.5 

25.9 

14.7 

20.7 

2.6 

20.7 

2.6 

0 10 20 30 40 50

スポーツや趣味の講習会

より高い資格・能力を

身につけるための講座・教室

活動を応援する

ボランティアの養成

いつでも気軽に立ち寄り、

仲間達と過ごすことのできる場所

スポーツ大会や文化祭など

練習の成果を発表する場所

見に行きたいと思うスポーツや

芸術文化イベントの開催

介助者や支援者の付き添い

交通機関や公共施設の改善

イベントなどの情報が

簡単にわかる仕組み

手話通訳者派遣などの

コミュニケーションの支援

特にない

その他

身体障害者(N=473) 知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256) 発達障害(N=154)

難病患者(N=85) 18歳未満(N=116)

(％)
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■施策の基本的な方向 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

と活性化
かっせいか

を支援
し え ん

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

が安
あん

心
しん

して暮
く

らせる、身
み

近
ぢか

な支援
し え ん

がある環境
かんきょう

づくりをめざします。また、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

など地域
ち い き

における交流
こうりゅう

の機会
き か い

と、身近
み ぢ か

な交流
こうりゅう

拠点
きょてん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、すべての人
ひと

が地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

に参
さん

加
か

できるまちづくりに努
つと

めます。 

 

 

 

（１）地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

1-2-

(1) 
地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の普及
ふきゅう

 

市
し

民
みん

が主
しゅ

体
たい

的
てき

に担
にな

う地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

活
かつ

動
どう

を促
そく

進
しん

するため、多様
た よ う

な学習
がくしゅう

の機会
き か い

や広報
こうほう

によって、地域
ち い き

福祉
ふ く し

の 考
かんが

え
え

方
かた

の普
ふ

及
きゅう

を図
はか

ると

ともに、活
かつ

動
どう

の 紹
しょう

介
かい

などを 行
おこな

います。 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

 

1-2-

(1) 
「地域

ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の推進
すいしん

 

「枚方市
ひらかたし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の着実
ちゃくじつ

な実施
じ っ し

により、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

等
とう

関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、市民
し み ん

に

よる
に よ

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

へ
どう

の 支援
し え ん

を

充実
じゅうじつ

させます。 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふ く し し つ

（ 健康
けんこう

福祉
ふ く し

総合
そうごう

相談
そうだん

担当
たんとう

） 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふ く し し つ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふ く し し つ

（長寿
ちょうじゅ

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

担当
たんとう

） 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふ く し し つ

（健康
けんこう

増進
ぞうしん

・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

担当
たんとう

） 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふ く し し つ

（母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

） 

1-2-

(1) 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

（ 枚方市
ひらかたし

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

センター
せ ん た ー

） 等
とう

と

連携
れんけい

して、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

が円滑
えんかつ

に活動
かつどう

できるよう必要
ひつよう

な環境
かんきょう

整備
せ い び

を図
はか

ります。 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

1-2-

(1) 
ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

体験
たいけん

の推進
すいしん

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協 議 会 （ 枚方市
ひらかたし

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

センター
せ ん た ー

） 等
とう

と

連携
れんけい

して、誰
だれ

もが参加
さ ん か

できる

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

体験
たいけん

事業
じぎょう

を推進
すいしん

し

ます。 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

 

 

 

 

 

 

 

（２）地
ち

域
いき

交
こう

流
りゅう

の推
すい

進
しん

と居
い

場
ば

所
しょ

づくり 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

1-2-

(2) 
交流
こうりゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

等
とう

と連
れん

携
けい

し、

障
しょう

害
がい

の有
う

無
む

に関
かか

わらずともに

楽
たの

しめるレクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

や

文化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

等
とう

の 交流
こうりゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

を図り
は か り

ます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

1-2-

(2) 
身近
み ぢ か

な居場所
い ば し ょ

づくり 

障害
しょうがい

者
しゃ

が日常的
にちじょうてき

に、気軽
き が る

に立
た

ち寄
よ

り時
じ

間
かん

を過
す

ごせる身
み

近
ぢか

な

交流
こうりゅう

拠点
きょてん

を 、 地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

との連携
れんけい

によって確保
か く ほ

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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第
だい

２節
せつ

 障
しょう

害
がい

者
しゃ

（児
じ

）が安
あん

心
しん

できるまちづくり 

１．公共
こうきょう

施設
し せ つ

の整備
せ い び

等
とう

 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

2020年
ねん

に開催
かいさい

を予定
よ て い

されていた東京
とうきょう

オリンピック
お り ん ぴ っ く

・パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

の開催
かいさい

を契機に

まちのバ
ば

リ
り

ア
あ

フ
ふ

リ
り

ー
ー

化
か

は全
ぜん

国
こく

的
てき

に進
すす

められています。障害
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

支援
し え ん

し、快
かい

適
てき

で暮
く

らしやすい生
せい

活
かつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

するためには、誰
だれ

もが安
あん

心
しん

して生
せい

活
かつ

できる建
けん

築
ちく

物
ぶつ

、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

等
とう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

するとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

も利用
り よ う

できるようなアクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

に配慮
はいりょ

したまちづくりを進
すす

めることが必要
ひつよう

です。 

本市
ほ ん し

では、障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢
こうれい

者
しゃ

等に安全
あんぜん

･
・

快適
かいてき

に安心
あんしん

できるやさしいまちづくりの

実現
じつげん

のため、「高齢
こうれい

者
しゃ

、障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

の移
い

動
どう

等
とう

の円
えん

滑
かつ

化
か

の促
そく

進
しん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

（バリアフリー
ば り あ ふ り ー

新法
しんぽう

）」や「大阪府
おおさかふ

福祉
ふ く し

のまちづくり
ま ち づ く

条例
じょうれい

」など関係
かんけい

法令
ほうれい

等
とう

に基
もと

づき、施設
し せ つ

や環境
かんきょう

等
とう

の

整
せい

備
び

に取
と

り組
く

んでいます。公共
こうきょう

建築物
けんちくぶつ

については、改修
かいしゅう

工事
こ う じ

の際
さい

、オストメイト
お す と め い と

、多
た

目
もく

的
てき

トイレ
と い れ

等
とう

の整備
せ い び

を進
すす

めるほか、手
て

すり、エレベーター
え れ べ ー た ー

、スロープ
す ろ ー ぷ

等
とう

の設置
せ っ ち

を取
と

り入
いれ

れてきました。 

公園
こうえん

施設
し せ つ

については、既設
き せ つ

公園
こうえん

における出入口
でいいりぐち

の段差
だ ん さ

解消
かいしょう

や階段
かいだん

の手
て

すり、園
えん

路
ろ

の

スロープ
す ろ ー ぷ

などの更新
こうしん

、改修
かいしゅう

を行
おこな

い、全
すべ

ての人
ひと

が利用
り よ う

しやすいよう、バ
ば

リ
り

ア
あ

フ
ふ

リ
り

ー
ー

化
か

を

行
おこな

ってきました。 

交通
こうつう

環境
かんきょう

については、移動
い ど う

等
など

円滑化
えんかつか

の推進
すいしん

のため「枚方市
ひらかたし

交
こう

通
つう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

基
き

本
ほん

構
こう

想
そう

」

等
とう

に基
もと

づき、市
し

内
ない

の駅
えき

及
およ

び道
どう

路
ろ

等
とう

の本市
ほ ん し

におけるバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化事業
じぎょう

について、各事業
じぎょう

者
しゃ

や施設
し せ つ

を利用
り よ う

する当事
と う じ

者
しゃ

からなる枚方市
ひらかたし

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

推進
すいしん

協
きょう

議会
ぎ か い

を開催
かいさい

し、

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

に関
かん

する協議
きょうぎ

を行
おこな

い、段階的
だんかいてき

にバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を図
はか

ってきました。市
し

内
ない

全
ぜん

12駅
えき

ではエ
え

レ
れ

ベ
べ

ー
ー

タ
た

ー
ー

やス
す

ロ
ろ

ー
ー

プ
ぷ

等
とう

の設
せっ

置
ち

により移動
い ど う

円滑化
えんかつか

された経路
け い ろ

を確保
か く ほ

し、一定
いってい

の整備
せ い び

が完了
かんりょう

しました。また、御殿山駅
ごてんやまえき

周辺
しゅうへん

、藤阪
ふじさか

駅
えき

周辺
しゅうへん

における段差
だ ん さ

、勾配
こうばい

の改善
かいぜん

等
とう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を行
おこな

ってきました。 

移動
い ど う

や交通
こうつう

の安全
あんぜん

を図
はか

るため、歩道上
ほどうじょう

の障害
しょうがい

物
ぶつ

排除
はいじょ

についても、違法
い ほ う

駐車
ちゅうしゃ

・放置
ほ う ち

自転車
じてんしゃ

の移送
い そ う

や不法
ふ ほ う

占用物
せんようぶつ

の撤去
てっきょ

指導
し ど う

等
とう

を行
おこな

っています。  

しかし、多
おお

くの市
し

民
みん

が日
にち

常
じょう

的
てき

に利
り

用
よう

する施
し

設
せつ

や道
どう

路
ろ

等
とう

が、必
かなら

ずしも障
しょう

害
がい

者
しゃ

に十
じゅう

分
ぶん

配
はい

慮
りょ

されているとはいえず、ア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

調
ちょう

査
さ

では、「外
がい

出
しゅつ

について困
こま

ることは何
なん

ですか」

との問
と

いに対
たい

して
て

、全
ぜん

体
たい

では約
やく

30％の方
かた

が「困
こま

った時
とき

にどうすればいいのか心
しん

配
ぱい

」、約
やく

21％の方
かた

が「休
きゅう

憩
けい

できる場
ば

所
しょ

が少
すく

ない」を挙
あ

げています。障
しょう

害
がい

種
しゅ

別
べつ

にみると、身
しん

体
たい

に

障
しょう

害
がい

のある人
ひと

や難
なん

病
びょう

のある人
ひと

では「道
どう

路
ろ

や駅
えき

に階
かい

段
だん

や段
だん

差
さ

が多
おお

い」「外
がい

出
しゅつ

先
さき

の建
たて

物
もの

の

設
せつ

備
び

が不
ふ

便
べん

」、知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

のある人
ひと

では「切
きっ

符
ぷ

の買
か

い方
がた

や乗
のり

換
か

えの方
ほう

法
ほう

がわかりにくい」、

精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「周囲
しゅうい

の目
め

が気
き

になる」「発作
ほ っ さ

等
とう

突然
とつぜん

の身体
しんたい

の変化
へ ん か

が心配
しんぱい

」、発達
はったつ
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障
しょう

害
がい

の
がい

ある人
ひと

では「切
きっ

符
ぷ

の買
か

い方
かた

や乗
のり

換
か

えの方
ほう

法
ほう

がわかりにくい」「周囲
しゅうい

の目
め

が気
き

にな

る」、18歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

では「切
きっ

符
ぷ

の買
か

い方
かた

や乗
のり

換
か

えの方
ほう

法
ほう

がわかりにくい」が、それぞ

れ他
た

の障
しょう

害
がい

種
しゅ

別
べつ

に比
くら

べて多
おお

い傾
けい

向
こう

にあります。前
ぜん

回
かい

調
ちょう

査
さ

に引
ひ

き続
つづ

き、駅
えき

や道
どう

路
ろ

の段
だん

差
さ

、

外
がい

出
しゅつ

先
さき

の建
たて

物
もの

の設
せつ

備
び

が不
ふ

便
べん

なことなど、外
がい

出
しゅつ

に際
さい

し多
おお

くの困
こま

りごとがあることが明
あき

ら

かで、今
こん

後
ご

も各
かく

施
し

設
せつ

・設
せつ

備
び

において、順
じゅん

次
じ

整
せい

備
び

を図
はか

っていくことが求
もと

められています。

また、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

によっては、公共
こうきょう

交通
こうつう

を利用
り よ う

する際
さい

のわかりやすい説明
せつめい

へのニーズ
に ー ず

が

高
たか

く、コミュニケーション
み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の整備
せ い び

が課題
か だ い

です（ｐ.## グラフ
ぐ ら ふ

３参照
さんしょう

）。 
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【グ
ぐ

ラ
ら

フ
ふ

３：外
がい

出
しゅつ

について困
こま

ること（複
ふく

数
すう

回答
かいとう

）（令和
れいわ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 
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19.7 

26.8 

5.5 

20.9 

7.4 

9.9 

9.9 

16.5 

18.0 

24.3 

6.6 

5.5 

13.6 

11.5 

31.5 

11.1 

19.6 

13.2 

17.4 

13.6 

44.7 

19.1 

9.4 

9.0 

10.5 

10.9 

7.4 

5.5 

4.7 

12.9 

23.0 

22.3 

28.5 

21.9 

7.8 

4.5 

8.4 

5.8 

23.4 

4.5 

14.3 

14.3 

23.4 

15.6 

45.5 

18.2 

10.4 

4.7 

17.6 

22.4 

14.1 

21.2 

10.6 

16.5 

17.6 

18.8 

27.1 

21.2 

15.3 

6.9 

12.1 

11.2 

26.7 

12.9 

7.8 

12.1 

16.4 

7.8 

47.4 

12.1 

4.3 

0 10 20 30 40 50

公共交通機関が少ない（ない）

列車やバスの乗り降りが困難

道路や駅に階段や段差が多い

切符の買い方や乗換えの

方法がわかりにくい

外出先の建物の設備が不便

（通路、トイレ、エレベーター等）

介助者が確保できない

外出にお金がかかる

（ヘルパーの利用料など）

周囲の目が気になる

発作等突然の身体の変化が心配

困った時にどうすれば

いいのか心配

休憩できる場所が少ない

その他

身体障害者(N=473) 知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256) 発達障害(N=154)

難病患者(N=85) 18歳未満(N=116)

(％)
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■施策の基本的な方向 

「高齢
こうれい

者
しゃ

、障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

の移
い

動
どう

等
とう

の円
えん

滑
かつ

化
か

の促
そく

進
しん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

（バリアフリー
ば り あ ふ り ー

新法
しんぽう

）」、

「大阪府
おおさかふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」及
およ

び「枚方市
ひらかたし

交通
こうつう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

基本
き ほ ん

構想
こうそう

」等
とう

に基
もと

づき、

引
ひ

き続
つづ

き障
しょう

害
がい

者
しゃ

が住
す

みよいまちづくりを進
すす

めます。 

今
こん

後
ご

も、安
あん

全
ぜん

で快
かい

適
てき

に移
い

動
どう

できる環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めるとともに、公共
こうきょう

施設
し せ つ

の整備
せ い び

・

改修
かいしゅう

に 際
さい

し 多 目
もく

的
てき

トイレ
と い れ

や スロープ
す ろ ー ぷ

を 設置
せ っ ち

し 、 一層
いっそう

の バリアフリー
ば り あ ふ り ー

化 、

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

の確
かく

保
ほ

に取
と

り組
く

んでいきます。 

 

 

（１）バ
ば

リ
り

ア
あ

フ
ふ

リ
り

ー
ー

の整
せい

備
び

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

2-1-

(1) 
公共
こうきょう

施設
し せ つ

の整備
せ い び

・改善
かいぜん

 

誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすい公共
い こ う

施設
し せ つ

を

めざし、学校
がっこう

施設
し せ つ

ほか市有
し ゆ う

施設
し せ つ

の整備
せ い び

・改修
かいしゅう

に際
さい

し、多
た

目
もく

的
てき

トイレ
と い れ

、スロープ
す ろ ー ぷ

等
とう

を設置
せ っ ち

し、

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を進
すす

めます。 

施
し

設
せつ

整
せい

備
び

室
しつ

 

ま な び 舎
や

整
せい

備
び

室
しつ

（施
し

設
せつ

管
かん

理
り

課
か

） 

2-1-

(1) 
公園
こうえん

の整備
せ い び

・改善
かいぜん

 

すべての利用
り よ う

者
しゃ

がより円滑
えんかつ

に

利用
り よ う

で き る よ う 公園
こうえん

施設
し せ つ

の

更新
こうしん

、改修
かいしゅう

、撤去
てっきょ

等
とう

を 行
おこな

い、

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を 順次
じゅんじ

進
すす

め ま

す。 

みち・みどり室
しつ

 

2-1-

(2) 

駅
えき

及
およ

び 周辺
しゅうへん

の

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

 

障害
しょうがい

者
しゃ

が安全
あんぜん

で快適
かいてき

に移動
い ど う

で

き る よ う 、「 枚方市
ひらかたし

交通
こうつう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

基本
き ほ ん

構想
こうそう

」等
とう

に基
もと

づき、今後
こ ん ご

も歩道
も ほ

の段差
だ ん さ

解消
かいしょう

、

点字
て ん じ

ブロック
ぶ ろ っ く

の敷設
ふ せ つ

など歩道
ほ ど う

の

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を図
はか

るととも

に、利便性
りべんせい

や安全性
あんぜんせい

の向上
こうじょう

促進
そくしん

を図
はか

るため関
かん

係
けい

機
き

関
かん

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

います。 

土木
ど ぼ く

政策課
せいさくか

 

道路
ど う ろ

河川
か せ ん

整備課
せ い び か

 

2-1-

(2) 
歩道
ほ ど う

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

 

障害
しょうがい

者
しゃ

の通
つう

行
こう

の 妨
さまた

げとなる

放置
ほ う ち

自転車
じてんしゃ

や違法
い ほ う

駐車
ちゅうしゃ

、不法
ふ ほ う

占用物
せんようぶつ

を撤去
てっきょ

するとともに、

市民
し み ん

啓発
けいはつ

を進
すす

めます。 

道路
ど う ろ

河川
か せ ん

管理課
か ん り か

 

交通
こうつう

対策課
たいさくか
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

2-1-

(2) 
交通
こうつう

安全
あんぜん

施設
し せ つ

の設置
せ っ ち

 

道路
ど う ろ

交通
こうつう

環境
かんきょう

の改
かい

善
ぜん

を図
はか

るた

め、ガードレール
が ー ど れ ー る

、カーブミラー
か ー ぶ み ら ー

など交通
こうつう

安全
あんぜん

施設
し せ つ

の整備
せ い び

を進
すす

め

ます。 

交通
こうつう

対策課
たいさくか

 

2-1-

(2) 
福祉
ふ く し

移送
い そ う

サービス
さ ー び す

 

障害
しょうがい

者
しゃ

の 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の 機会
き か い

を

拡充
かくじゅう

するため、サービス
さ ー び す

の

提供
ていきょう

事業
じぎょう

者
しゃ

の確保
か く ほ

と共同
きょうどう

配車
はいしゃ

センター
せ ん た ー

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

2-2-

(1) 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の拡充
かくじゅう

・

改善
かいぜん

 

新規
し ん き

開設
かいせつ

や定員
ていいん

増加
ぞ う か

を伴う
ともなう

整備
せ い び

を行う
おこなう

事業
じぎょう

者
しゃ

へ支援
し え ん

を 行
おこな

い、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の整備
せ い び

促進
そくしん

を図
はか

ります。また、消防法
しょうぼうほう

改正
かいせい

に伴
ともな

う消
しょう

防
ぼう

設
せつ

備
び

の設
せっ

置
ち

についても、

市
し

が行
おこな

う補
ほ

助
じょ

制
せい

度
ど

等
など

を活
かつ

用
よう

し、

利用
り よ う

者
しゃ

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

のため、平成
へいせい

29年
ねん

度
ど

末
まつ

までに整備
せ い び

するよう、

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

に 促
うなが

すとともに関
かん

係
けい

機
き

関
かん

に対
たい

し、 働
はたら

きかけを 行
おこな

って

いきます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

2-2-

(1) 
住宅
じゅうたく

改造
かいぞう

助成
じょせい

 

重度
じゅうど

障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する住宅
じゅうたく

改造
かいぞう

費
ひ

の一部
い ち ぶ

助成
じょせい

については、さら

なる周
しゅう

知
ち

を図
はか

り、利用
り よ う

の促進
そくしん

に

努
つと

めます。また必要
ひつよう

な対象
たいしょう

者
しゃ

が

より活用
かつよう

しやすい要件
ようけん

とするな

ど、制
せい

度
ど

の拡充
かくじゅう

をめざします。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

2-2-

(1) 

住
す

まいに関
かん

する相
そう

談
だん

と

情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

 

住
じゅう

宅
たく

を含
ふく

めた生
せい

活
かつ

全
ぜん

般
ぱん

に関
かん

す

る相談
そうだん

を、市内
し な い

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

者
しゃ

等
とう

で実施
じ っ し

していくとともに、

情
じょう

報
ほう

収
しゅう

集
しゅう

・提
てい

供
きょう

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

 

２．保
ほ

育
いく

・療
りょう

育
いく

・教
きょう

育
いく

の充
じゅう

実
じつ

 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

を推進
すいしん

するためには、障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、すべての子
こ

どもが

「ともに学
まな

び、ともに育
そだ

つ」保
ほ

育
いく

・教
きょう

育
いく

を継
けい

続
ぞく

して進
すす

めることが必
ひつ

要
よう

であり、障害
しょうがい

の
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ある子
こ

どもの健
すこ

やかな成
せい

長
ちょう

を育
はぐく

むためには、障害
しょうがい

に応
おう

じた療育
りょういく

・支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

させる

ことが重要
じゅうよう

です。 

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

については、乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

を行い、障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

、育児
い く じ

相談
そうだん

、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

っています。また、経過
け い か

観察
かんさつ

が必要
ひつよう

な子
こ

どもと保護
ほ ご

者
しゃ

を対象
たいしょう

に、乳
にゅう

幼児健康診査
ようじけんこうしんさ

事後
じ ご

指導
し ど う

事業
じぎょう

（親子
お や こ

教室
きょうしつ

）を実施
じ っ し

しています。 

地域
ち い き

の公
こう

私立
し り つ

保育所
ほいくじょ

（園
えん

）、認定
にんてい

こども園
えん

においては、障害
しょうがい

のある子
こ

ども等
など

の受
う

け入
い

れを行
おこな

っています。障害
しょうがい

児
じ

保育制
ほいくせい

度
ど

の認定
にんてい

を受
う

けた子
こ

どもへのフォロー
ふ ぉ ろ ー

として、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて加
か

配
はい

保
ほ

育
いく

士
し

の配
はい

置
ち

等
とう

を行
おこな

っています。また、専門
せんもん

の相談員
そうだんいん

による巡回
じゅんかい

相談
そうだん

（公立
こうりつ

）、保育
ほ い く

相談
そうだん

（私立
し り つ

保育所
ほいくじょ

（園
えん

）・認定
にんてい

こども園
えん

）を行
おこな

い、保
ほ

育
いく

・教
きょう

育
いく

の手
て

立
だ

て

の指針
し し ん

にするとともに、保護
ほ ご

者
しゃ

面接
めんせつ

も適宜
て き ぎ

実施
じ っ し

し、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

とも連
れん

携
けい

を取
と

りながら、相
そう

談
だん

・助
じょ

言
げん

を行
おこな

っています。保育士
ほ い く し

等
とう

への支援
し え ん

としては、公
こう

私立
し り つ

合同
ごうどう

の研究会
けんきゅうかい

を実施
じ っ し

す

るなど、枚方市
ひらかたし

全体
ぜんたい

の障害
しょうがい

児
じ

保育
ほ い く

の資質
し し つ

の向上
こうじょう

に努
つと

めています。 

一方
いっぽう

、公
こう

立
りつ

幼稚園
ようちえん

においては、支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする幼児
よ う じ

について講師
こ う し

を加配
か は い

し、また、

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
い く こ ー で ぃ ね ー た

を中
ちゅう

心
しん

に園
えん

における支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

し、教育
きょういく

活動
かつどう

を推進
すいしん

し

ています。 

市立
し り つ

ひらかた子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

は、平
へい

成
せい

27年
ねん

３月
がつ

に策
さく

定
てい

した「（仮
か

称
しょう

）枚方
ひらかた

市立
し り つ

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

整備
せ い び

計画
けいかく

」に基
もと

づく幼
よう

児
じ

療
りょう

育
いく

園
えん

とすぎの木
き

園
えん

の合
がっ

築
ちく

による移
い

転
てん

建
だて

替
が

えにより、平
へい

成
せい

31年
ねん

４月
がつ

にオープン
お ー ぷ ん

しました。センター
せ ん た ー

では、障害
しょうがい

や発
はっ

達
たつ

に関
かか

わる

相
そう

談
だん

に幅
はば

広
ひろ

く応
おう

じると共
とも

ともに、子
こ

どもたち一
ひと

人
り

ひとりの発
はっ

達
たつ

状
じょう

況
きょう

や障
しょう

害
がい

特
とく

性
せい

にあわ

せた専
せん

門
もん

的
てき

な保
ほ

育
いく

･
・

療
りょう

育
いく

を提
てい

供
きょう

することにより、子
こ

どもの健
すこ

やかな成
せい

長
ちょう

発
はっ

達
たつ

を促
うなが

し、

その可
か

能
のう

性
せい

を広
ひろ

げ、家
か

庭
てい

･
・

地
ち

域
いき

での育
そだ

ちや暮
く

らしを支
ささ

えるため、通所
つうしょ

での支援
し え ん

や

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

の提供
ていきょう

を実施
じ っ し

しています。 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事業
じぎょう

につきましては、利用
り よ う

ニ
に

ー
ー

ズ
ず

も高
たか

く、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

には、

それぞれ 840人
にん

、118,336時間
じ か ん

、50 か所
しょ

となっています。これは、利用
り よ う

者
しゃ

本
ほん

人
にん

にと

っては放課後
ほ う か ご

等
とう

の活動
かつどう

場所
ば し ょ

ができること、保護
ほ ご

者
しゃ

にとっては、療育
りょういく

が受けられることや

休息
きゅうそく

の確保
か く ほ

ができることなどの理由
り ゆ う

によるものですが、一
いっ

方
ぽう

では、サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

量
りょう

の急
きゅう

増
ぞう

に伴
ともな

い、質
しつ

の確
かく

保
ほ

が課
か

題
だい

になっています。 

一方
いっぽう

、児童
じ ど う

の放課後
ほ う か ご

対策
たいさく

として行
おこな

っている留
る

守
す

家
か

庭
てい

児童
じ ど う

会室
かいしつ

については、受
う

け入
い

れ対
たい

象
しょう

学
がく

年
ねん

の拡
かく

大
だい

に伴
ともな

い、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、すべての小学校
しょうがっこう

の留守
る す

家庭
か て い

児童
じ ど う

会室
かいしつ

に通室
つうしつ

できる状 況
じょうきょう

となっています。 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、「主
おも

な介助者
かいじょしゃ

が病気
びょうき

・事故
じ こ

・休養
きゅうよう

等
など

で一時的
いちじてき

に介助
かいじょ

ができなく

なった場合
ば あ い

の対応
たいおう

」をたずねたところ、18歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

では、18歳
さい

以上
いじょう

の成人
せいじん

に比
くら

べ

て、「他
ほか

の家族
か ぞ く

が介助
かいじょ

する」割
わり

合
あい

が多
おお

く、「短
たん

期
き

入
にゅう

所
しょ

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

や日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を利用
り よ う

する」割合
わりあい

が少
すく

なくなっています。また、「対
たい

応
おう

できず困
こま

る」割
わり

合
あい

は、成人
せいじん

では 27.8％、

児童
じ ど う

では 9.2％となっています。子
こ

ど
ど

も
も

の介
かい

助
じょ

は家
か

族
ぞく

や親
しん

族
ぞく

に頼
たよ

る傾
けい

向
こう

がみられ、家族
か ぞ く

や親族
しんぞく

で対応
たいおう

できないときには福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

をあまり利用
り よ う

できていない結果
け っ か

となってい
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るため、今
こん

後
ご

も引
ひ

き続
つづ

き、子
こ

どもを預
あず

けることのできる居
い

場
ば

所
しょ

づくりが求
もと

められていま

す（ｐ.## グラフ
ぐ ら ふ

４参照
さんしょう

）。 

 

【グラフ
ぐ ら ふ

４：介助
かいじょ

者
しゃ

が一時的
い ち じて き

に介助
かいじょ

ができなくなった場合
ば あ い

の対応
たいおう

（令和
れ い わ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

および聴 力
ちょうりょく

検査
け ん さ

を通じて障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

に努
つと

めます。 

府立
ふ り つ

福祉
ふ く し

情報
じょうほう

コミュニケーションセンター
こ み ゅ に け ー し ょ ん せ ん た ー

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

することなどにより、

聴覚
ちょうかく

障害児
しょうがいじ

等
など

への円滑
えんかつ

かつ適切
てきせつ

な支援
し え ん

・治療
ちりょう

の実施
じ っ し

につなげるよう努
つと

めます。 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもが地域
ち い き

の中
なか

で健
すこ

やかに育
そだ

つために、障害
しょうがい

のない子
こ

どもとともに

成長
せいちょう

できるよう配慮
はいりょ

するとともに、一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じた保育
ほ い く

、就学前
しゅうがくまえ

教育
きょういく

を行うよう努
つと

めます。 

また、療育
りょういく

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めると共
とも

に、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

によって支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

り、発
はっ

達
たつ

障
しょう

害
がい

のある子
こ

どもへの切
き

れ目
め

のない支
し

援
えん

体
たい

制
せい

を強
きょう

化
か

します。 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

や日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

、留守
る す

家庭
か て い

児童会室
じどうかいしつ

など、休日
きゅうじつ

、放課後
ほ う か ご

や長期
ちょうき

休暇
きゅうか

における障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

（１）保
ほ

育
いく

・療
りょう

育
いく

・教
きょう

育
いく

の充実
じゅうじつ

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

3-1-

(1) 
乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

の推進
すいしん

 

乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

・ 新生児
しんせいじ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

において、障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・

早期
そ う き

対応
たいおう

に努
つと

めます。また、健
けん

診
しん

時
じ

やその後
ご

のフォロー
ふ ぉ ろ ー

を通
つう

じて

保護
ほ ご

者
しゃ

の育児
い く じ

支援
し え ん

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

） 

36.1 

77.6 

6.3 

10.2 

16.9 

1.0 

6.0 

2.0 

27.8 

9.2 

4.0 2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳以上(N=349)

18歳未満(N=98)

他の家族が介助する

近くの親族や知り合いなどが介助する

短期入所サービスや日中一時支援事業を利用する

一人でできる（あまり困らない）

対応できず困る

その他

無回答
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

3-1-

(1) 
早期
そ う き

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

 

健康診査
けんこうしんさ

等
とう

の結果
け っ か

、発達
はったつ

の経過
け い か

観察
かんさつ

が必
ひつ

要
よう

な子
こ

どもと保
ほ

護
ご

者
しゃ

に

対
たい

し、発達
はったつ

相談
そうだん

等
とう

において助言
じょげん

・

指導
し ど う

を行
おこな

い、必要
ひつよう

に応
おう

じて療育
りょういく

や医療
いりょう

との連携
れんけい

を図
はか

ります。ま

た、乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

事後
じ ご

指導
けんこう

事業
じぎょう

（ 親子
お や こ

教室
きょうしつ

） に お い て は 、

小 集 団
しょうしゅうだん

での親子
お や こ

の保育
ほ い く

を通
つう

じ

て、保護
ほ ご

者
しゃ

の育児
い く じ

支援
し え ん

等
とう

、早期
そ う き

の

対応
たいおう

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

） 

3-1-

(1) 
療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

 

個別
こ べ つ

療育
りょういく

、保護
ほ ご

者
しゃ

指導
し ど う

等
とう

、きめ細
こま

かな療育
りょういく

の提供
ていきょう

を対象
たいしょう

児童
じ ど う

に

行
おこな

います。 

市立
し り つ

ひらかた子
こ

ども発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

においては、日々
ひ び

の生活
せいかつ

を基盤
き ば ん

とした個
こ

別
べつ

・ 集団的
しゅうだんてき

な

療育
りょういく

を実施
じ っ し

するほか、医師
い し

の

指示
し じ

の下
もと

、理学
り が く

療法
りょうほう

・作業
さぎょう

療法
りょうほう

・

言語
げ ん ご

聴覚
ちょうかく

療法
りょうほう

を用
もち

いて、個
こ

々
こ

の

状 況
じょうきょう

に 応
おう

じ た

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

を 実施
じ っ し

し

療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

市立
し り つ

ひらかた 

子
こ

ど も 発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

3-1-

(1) 

地域
ち い き

療育
りょういく

の 推進
すいしん

と

地域
ち い き

との連携
れんけい

 

市
し

立
りつ

ひらかた子
こ

ども発
はっ

達
たつ

支
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

においては、発達上
はったつじょう

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子
こ

どもとその保護
ほ ご

者
しゃ

を対象
たいしょう

に、「地
ち

域
いき

子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

事業
じぎょう

」を実施
じ っ し

し、遊
あそ

びや集団
しゅうだん

の場
ば

を通
つう

じて経験
けいけん

を広
ひろ

げ、子
こ

どもの

成長
せいちょう

と保護者
ほ ご し ゃ

の子
こ

ども理解
り か い

の

促進
そくしん

に努
つと

めます。また、子
こ

どもの

発達
はったつ

や障害
しょうがい

についての理解
り か い

を深
ふか

め、成長
せいちょう

や発達
はったつ

に見通
み と お

しをもっ

てもらうことを目的
もくてき

に、子育
こ そ だ

て

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふくししつ

（母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

）

において、在宅
ざいたく

の障害児
しょうがいじ

に対
たい

して

医師
い し

等
とう

専門
せんもん

職
しょく

による相談
そうだん

・助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

うとともに、地域
ち い き

療育
りょういく

と

連携
れんけい

を図
はか

ります。 

市立
し り つ

ひ ら か た

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふくししつ

（母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

） 

 

3-1-

(1) 
関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（ 母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

）
とう

、 療育
りょういく

機関
き か ん

、
かん

保育所
ほいくしょ

（園
えん

）、

幼稚園
ようちえん

等
とう

から小学校
しょうがっこう

、小学校
しょうがっこう

か

ら中
ちゅう

学
がく

・高等
こうとう

学校
がっこう

、中
ちゅう

学
がく

・高等
こうとう

学校
がっこう

か ら 進学先
しんがくさき

・ 就 職 先
しゅうしょくさき

、

就 職 先
しゅうしょくさき

から福祉
ふ く し

施設
し せ つ

へと発達
はったつ

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

を含
ふく

め 障害
しょうがい

児童
じ ど う

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じた 進
しんろ

路の選
せん

択
たく

が行
おこな

えるよう、庁
ちょう

内
ない

及
およ

び
び

関
かん

係
けい

機
き

関
かん

との連
れん

携
けい

を図
はか

ります。また、

枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

児
じ

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

において、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

及
およ

びその周辺
しゅうへん

の児童
じ ど う

（健
けん

診
しん

等
など

で

のフォロー
ふ ぉ ろ ー

児童
じ ど う

等
とう

）並
なら

びにその家
か

族
ぞく

が抱
かか

える 様
さまざま

々な問
もん

題
だい

に対し

て、情
じょう

報
ほう

交
こう

換
かん

、意
い

見
けん

交
こう

換
かん

等
とう

を行
おこな

い、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

の連
れん

携
けい

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

） 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

公
こう

立
りつ

保
ほ

育
いく

幼
よう

稚
ち

園
えん

課
か

 

子
こ

どもの育
そだ

ち見
み

守
まも

りセ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

 

教育
きょういく

支援
し え ん

推進
すいしん

室
しつ

（ 児童
じ ど う

生徒
せ い と

支援
し え ん

担当
たんとう

） 

教
きょう

育
いく

指
し

導
どう

課
か

 

放
ほう

課
か

後
ご

子
こ

ども課
か
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

3-1-

(2) 

保育
ほ い く

と就学前
しゅうがくぜん

教育
きょういく

の

充実
じゅうじつ

 

保育所
ほいくじょ

（園
えん

）・幼稚園
ようちえん

等
とう

において、

「ともに生
い

き、ともに育
そだ

つ」保
ほ

育
いく

を実施
じ っ し

するとともに、 職
しょく

員
いん

の研
けん

修
しゅう

や必
ひつ

要
よう

な人
じん

材
ざい

の配
はい

置
ち

等
とう

によ

り、障害
しょうがい

のある子
こ

どもの支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の
せい

強
きょう

化
か

を図
はか

ります。 

公
こう

立
りつ

保
ほ

育
いく

幼
よう

稚
ち

園
えん

課
か

 

子
こ

どもの育
そだ

ち見
み

守
まも

りセ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

 

教育
きょういく

指導課
し ど う か

 

教育
きょういく

研修課
けんしゅうか

 

3-1-

(3) 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

小
しょう

・ 中
ちゅう

・高等
こうとう

学校
がっこう

に就学
しゅうがく

する

障害
しょうがい

児
じ

の授業
じゅぎょう

終了後
しゅうりょうご

や学校
がっこう

の

休 業
きゅうぎょう

日
び

に、生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

の

ために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

や支援
し え ん

を行い、

療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

3-1-

(3) 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の

充実
じゅうじつ

 

利用
り よ う

し や す い 運用
うんよう

に 努
つと

め 、

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふくししつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

3-1-

(3) 

留守
る す

家庭
か て い

児童
じ ど う

会室
かいしつ

運営
しつうん

事業
じぎょう

 

平成
へいせい

30年
ねん

度
ど

より、第
だい

１学
がく

年
ねん

から 6

学
がく

年
ねん

までの全学
ぜんがく

年
ねん

の児童
じ ど う

の受
う

け

入
い

れを行
おこな

っています。障害
しょうがい

のあ

る児童
じ ど う

については、職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

や 職員
しょくいん

の配置
は い ち

、また学校
がっこう

との

連携
れんけい

等
とう

により、保育
ほ い く

環境
かんきょう

や支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

放
ほう

課
か

後
ご

子
こ

ども課
か

 

3-2-

(1) 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

への

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

小
しょう

・ 中
ちゅう

学校
がっこう

において、個
こ

別
べつ

の

教育
きょういく

支援
し え ん

指導
し ど う

計画
けいかく

等
とう

を
とう

活用
かつよう

し、

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

等
など

のニ
に

ー
ー

ズ
ず

に応
おう

じた適
てき

切
せつ

な 教
きょう

育
いく

を 行
おこな

えるよう

に努
つと

めます。また、教 職 員
きょうしょくいん

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

や、支援
し え ん

学校
がっこう

などのス
す

タ
た

ッ
っ

フ
ふ

及
およ

び専
せん

門
もん

家
か

による巡回
じゅんかい

相談
そうだん

を活用
かつよう

しながら、教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

っていきます。 

教育
きょういく

支援
し え ん

推進
すいしん

室
しつ

（ 児童
じ ど う

生徒
せ い と

支援
し え ん

担当
たんとう

） 

教育
きょういく

研修課
けんしゅうか
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

3-2-

(1) 
通学
つうがく

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

ひとりで通学
つうがく

が困難
こんなん

な児童
じ ど う

を

対象
たいしょう

として、保護
ほ ご

者
しゃ

の就労
しゅうろう

や

病気
びょうき

療養
りょうよう

等
とう

のやむを得
え

ない理由
り ゆ う

が あ る 場合
ば あ い

に 通学
つうがく

ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

を派遣
は け ん

し、通学
つうがく

の

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

3-2-

(2) 

相談
そうだん

の実施
じ っ し

と保護
ほ ご

者
しゃ

と

の連携
れんけい

 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもの保護
ほ ご

者
しゃ

への

相談
そうだん

を 行
おこな

うとともに、保護
ほ ご

者
しゃ

と

学校
がっこう

の連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

ります。 

教育
きょういく

支援
し え ん

推進
すいしん

室
しつ

（ 児童
じ ど う

生徒
せ い と

支援
し え ん

担当
たんとう

） 

3-2-

(2) 
進路
し ん ろ

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

 

関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

しなが

ら、卒業後
そつぎょうご

の進路
し ん ろ

選択
せんたく

の幅
はば

が広
ひろ

が

るよう、進
しん

路
ろ

指
し

導
どう

の 充
じゅう

実
じつ

を図
はか

り

ます。 

教育
きょういく

支援
し え ん

推進
すいしん

室
しつ

（ 児童
じ ど う

生徒
せ い と

支援
し え ん

担当
たんとう

） 
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３．災
さい

害
がい

対
たい

策
さく

 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

平成
へいせい

23年
ねん

３月
がつ

に発生
はっせい

した東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

を契機
け い き

に、障害
しょうがい

者
しゃ

に対する災害
さいがい

対策
たいさく

の重要
じゅうよう

性

が改
あらた

めて認
にん

識
しき

され、平成
へいせい

28年
ねん

４月
がつ

に発生
はっせい

した熊本
くまもと

地震
じ し ん

では、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

への受
うけ

入
い

れに

問題
もんだい

が発生
はっせい

するなど、その実効性
じっこうせい

についての再検討
さいけんとう

が課題
か だ い

となりました。また、平成
へいせい

30

年
ねん

6月
がつ

に発生
はっせい

した大阪
おおさか

北部
ほ く ぶ

地震
じ し ん

では、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要
よう

支援
し え ん

者
しゃ

名簿
め い ぼ

を活用
かつよう

した安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

が課題
か だ い

となったことを踏
ふ

まえ、災害
さいがい

時
じ

における障害
しょうがい

者
しゃ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や避難
ひ な ん

支援
し え ん

、及
およ

び避難
ひ な ん

生活
せいかつ

の

支援
し え ん

について、対策
たいさく

をすすめることが必要
ひつよう

です。 

災害
さいがい

時
じ

に、自力
じ り き

で避難
ひ な ん

することが困難
こんなん

な高齢
こうれい

者
しゃ

・障害
しょうがい

者
しゃ

の支援
し え ん

として、「災害
さいがい

時
じ

要援護
ようえんご

者
しゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」により、地域
ち い き

と連携
れんけい

して避難
ひ な ん

支援
し え ん

者
しゃ

を設定
せってい

するなどの取
と

り組
く

みをすす

めるとともに、避難
ひ な ん

後
ご

において、避難
ひ な ん

所
じょ

での生活
せいかつ

が困難
こんなん

な方
かた

を対象
たいしょう

とした「福祉
ふ く し

避難
ひ な ん

所
しょ

」

として、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

整備
せ い び

された総合
そうごう

福祉
ふ く し

会館
かいかん

など市内
し な い

24施設
し せ つ

を令和
れ い わ

2年
ねん

度
ど

までに指定
し て い

しています。また、平成
へいせい

30年
ねん

度
ど

からは、手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に対
たい

して、「災害
さいがい

情報
じょうほう

カード
か ー ど

」に代
か

えて、緊
きん

急
きゅう

時
じ

や災
さい

害
がい

時
じ

、困
こま

ったときに、周
しゅう

囲
い

の配
はい

慮
りょ

や手
て

助
だす

けをお願
ねが

いしやすくする

「ヘルプカード
へ る ぷ か ー ど

」を配付
は い ふ

しています。 

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

等
など

における情報
じょうほう

提供
ていきょう

や避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

、また避難
ひ な ん

先
さき

での支援
し え ん

等
とう

についても、

障害
しょうがい

者
しゃ

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じたきめ細
こま

かい対応
たいおう

が必要
ひつよう

であり、さらに災害
さいがい

が大規模
だ い き ぼ

な場合
ば あ い

は、

市
し

役所
やくしょ

や警察
けいさつ

、消防
しょうぼう

等
とう

の公的
こうてき

機関
き か ん

がすべての避難
ひ な ん

行動
こうどう

要
どう

支援
し え ん

者
しゃ

を救助
きゅうじょ

することは困難
こんなん

であることから、コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

協議会
きょうぎかい

や自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

等
など

の各種
かくしゅ

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、

地域ぐるみ
ち い き ぐ る み

で日常的
にちじょうてき

な関係づくり
か ん け い づ く り

に取
と

り組
み

み、支援
し え ん

体制
たいせい

を強化
きょうか

することが必要
ひつよう

です。

近隣
きんりん

住民
じゅうみん

や避難
ひ な ん

所
じょ

等
じょ

に避難
ひ な ん

される市民
し み ん

の中
なか

には、障害
しょうがい

者
しゃ

がどのような支援
し え ん

を必要
ひつよう

とさ

れているのか、どのように支援
し え ん

を行
おこな

えばよいのか、わからない人
ひと

も多
おお

くおられるため、

配慮
はいりょ

すべき事項
じ こ う

や支援
し え ん

方法
ほうほう

等
ほう

の周知
しゅうち

が重要
じゅうよう

です。 

また、災害
さいがい

時
じ

にはボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の幅
はば

広
ひろ

い活
かつ

動
どう

が重要
じゅうよう

であり、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

して、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

の質
しつ

の向
こう

上
じょう

を進
すす

めていく必要
ひつよう

があります。 

現在
げんざい

、ひとり暮
ぐ

らしなどの重度
じゅうど

障害
しょうがい

者
しゃ

世帯
せ た い

に対
たい

しては、電話
で ん わ

回線
かいせん

を利用
り よ う

した緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

を貸与
た い よ

し、急 病
きゅうびょう

や火災
か さ い

などの緊急
きんきゅう

時
じ

における迅速
じんそく

かつ適切
てきせつ

な対応
たいおう

の確保
か く ほ

と、不安
ふ あ ん

の解消
かいしょう

を図
はか

っています。また、ひとり暮
ぐ

らしなどの重度
じゅうど

障害
しょうがい

者
しゃ

世帯
せ た い

を対象
たいしょう

とする火
か

災
さい

予
よ

防
ぼう

点
てん

検
けん

を年
ねん

１回
かい

実
じっ

施
し

しています。 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、「地震
じ し ん

等
とう

の災害
さいがい

時
じ

に避難
ひ な ん

する時
とき

や避
ひ

難
なん

生
せい

活
かつ

で困
こま

ること、不安
ふ あ ん

に思
おも

うことは何
なん

ですか」との問
と

いに対
たい

して、全体
ぜんたい

では約
やく

48％の方
かた

が「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の設備
せ つ び

（トイレ
と い れ

等
とう

）や生活
せいかつ

環境
かんきょう

が不安
ふ あ ん

」、約
やく

46％の方
かた

が「投
とう

薬
やく

や治
ち

療
りょう

が受
う

けられない」を挙
あ

げていま

す。また、今
こん

回
かい

調
ちょう

査
さ

では、次
つ

いで約
やく

45％の方
かた

が「コ
こ

ロ
ろ

ナ
な

ウ
う

イ
い

ル
る

ス
す

感
かん

染
せん

症
しょう

などへの感
かん

染
せん

が不
ふ

安
あん

」と回
かい

答
とう

しました。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみると、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「周囲
しゅうい

と

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

がとれない」「安全
あんぜん

なところまで、迅速
じんそく

に避難
ひ な ん

することができない」、
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発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「周囲
しゅうい

とコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

がとれない」、難病
なんびょう

のある人
ひと

や 18

歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

では「安全
あんぜん

なところまで、迅速
じんそく

に避難
ひ な ん

することができない」の割合
わりあい

が、そ

れぞれ他
た

の障害
しょうがい

種別
しゅべつ

に比べて多
おお

い傾
けい

向
こう

にあります。前
ぜん

回
かい

調
ちょう

査
さ

に引
ひ

き続
つづ

き、投
とう

薬
やく

・治
ち

療
りょう

の心
しん

配
ぱい

やト
と

イ
い

レ
れ

等
とう

の設
せつ

備
び

面
めん

などへの不
ふ

安
あん

が多
おお

く指
し

摘
てき

されています。また、障
しょう

害
がい

種
しゅ

別
べつ

によ

っては、周
しゅう

囲
い

とのコ
こ

ミ
み

ュ
ゅ

ニ
に

ケ
け

ー
ー

シ
し

ョ
ょ

ン
ん

への不
ふ

安
あん

が挙
あ

げられており、コ
こ

ミ
み

ュ
ゅ

ニ
に

ケ
け

ー
ー

シ
し

ョ
ょ

ン
ん

支
し

援
えん

の一
いっ

層
そう

の整
せい

備
び

が課
か

題
だい

です（ｐ.## グラフ
ぐ ら ふ

５参照
さんしょう

）。 
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【グ
ぐ

ラ
ら

フ
ふ

５：災
さい

害
がい

時
じ

の 避
ひなん

難や避
ひ

難
なん

生
せい

活
かつ

で困
こま

ることや不
ふ

安
あん

（複
ふく

数
すう

回
かい

答
とう

）（令
れい

和
わ

２年
ねん

度
ど

障
しょう

害
がい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.0 

15.0 

19.9 

43.1 

18.4 

19.9 

49.0 

16.5 

7.0 

6.6 

43.8 

31.1 

12.3 

4.7 

35.7 

5.1 

40.9 

51.5 

37.0 

53.6 

49.4 

28.9 

30.2 

8.1 

40.4 

30.2 

30.2 

3.8 

60.5 

2.3 

16.0 

27.3 

18.8 

25.4 

40.2 

29.7 

10.9 

4.3 

41.8 

34.4 

13.7 

6.3 

41.6 

1.3 

38.3 

37.7 

31.8 

50.6 

48.1 

41.6 

37.7 

10.4 

47.4 

44.2 

25.3 

5.8 

61.2 

11.8 

34.1 

54.1 

30.6 

29.4 

54.1 

18.8 

5.9 

10.6 

52.9 

38.8 

18.8 

3.5 

19.8 

10.3 

35.3 

50.0 

33.6 

48.3 

50.0 

34.5 

34.5 

20.7 

56.0 

25.9 

23.3 

0.9 

0 20 40 60 80 100

投薬や治療が受けられない

補装具の使用が困難になる

（入手が困難になるなども含む）

救助を求めることができない

安全なところまで、

迅速に避難することができない

被害状況、避難場所などの

情報が入手できない

周囲とコミュニケーションがとれない

避難場所の設備（トイレ等）や

生活環境が不安

避難場所の雑音、騒音に耐えられない

他の避難者から叱られると思うと不安

（大声をあげる等をすることにより）

配給のお弁当が食べられない

コロナウイルス感染症などへの

感染が不安

プライバシーの配慮がされない

避難する場所がわからない

その他

身体障害者(N=473) 知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256) 発達障害(N=154)

難病患者(N=85) 18歳未満(N=116)

(％)



 

45 

■施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

日頃
ひ ご ろ

から障害
しょうがい

者
しゃ

、家族
か ぞ く

やサービス
さ ー び す

事業
じぎょう

者
しゃ

の防災
ぼうさい

意識
い し き

の向上
こうじょう

を促
うなが

すとともに、避
ひ

難
なん

行
こう

動
どう

要
どう

支
し

援
えん

者
しゃ

の把
は

握
あく

を進
すす

めます。 

また、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要
どう

支援
し え ん

者
しゃ

の避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

や避難
ひ な ん

生活
せいかつ

における支援
し え ん

を含
ふく

む自
じ

主
しゅ

防災
ぼうさい

活動
かつどう

が

地域
ち い き

で迅速
じんそく

に行
おこな

われるよう、地域
ち い き

ぐるみの日頃
ひ ご ろ

の見守
み ま も

り、避難
ひ な ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の確
かく

立
りつ

を図
はか

りま

す。 

また、令和
れ い わ

２年
ねん

に発生
はっせい

した新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

の拡大
かくだい

を防止
ぼ う し

し、地域
ち い き

で障害
しょうがい

者
しゃ

が安心
あんしん

して暮
ぐ

らし続
つづ

けられるよう、必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

へ消毒
しょうどく

液
えき

や

マスク
ま す く

等
とう

の感染
かんせん

防止
ぼ う し

物資
ぶ っ し

の提供
ていきょう

を行
おこな

います。 

 

 

（１）自
し

然
ぜん

災害
さいがい

 

○避難
ひ な ん

行動
こうどう

要
どう

支援
し え ん

者
しゃ

対策
たいさく

 

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

2-3-

(1) 
避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の把握
は あ く

 

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

に基
もと

づき、災害
さいがい

時
じ

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を実施
じ っ し

するため、

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

を作成
さくせい

し

ています。この名簿
め い ぼ

に登載
とうさい

され

た方
かた

の内
うち

、平常
へいじょう

時
じ

からの情報
じょうほう

提供
ていきょう

に同意
ど う い

された方
かた

について、

消防
しょうぼう

、警察
けいさつ

、民生
みんせい

委員
い い ん

、自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

等
とう

へ名簿
め い ぼ

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

して

います。 

また、登録
とうろく

を希望
き ぼ う

された障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の申請
しんせい

に基
もと

づき、緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

等
とう

の情報
じょうほう

を登録
とうろく

する災害
さいがいじ

時
じ

要

援護者
えんごしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

して

います。 

危機
き き

管理室
かんりしつ

 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（長寿
ちょうじゅ

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

担当
たんとう

） 
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

2-3-

(1) 

防災
ぼうさい

意識
い し き

の高揚
こうよう

と地域
ち い き

で

の支援
し え ん

体制
たいせい

づくり 

防災
ぼうさい

について 啓 発

けいはつ

を 行
おこな

うと

ともに、災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

や

緊急
きんきゅう

時における連絡
れんらく

方法
ほうほう

等
とう

の

周知
しゅうち

を図
はか

ります。また、自然
し ぜ ん

な

形
かたち

で支援
し え ん

を受
う

けられるよう、

日常的
にちじょうてき

な関係
かんけい

づくりを含
ふく

めた

地域
ち い き

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

りま

す。 

危機
き き

管理室
かんりしつ

 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室

（長寿
ちょうじゅ

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

担当
たんとう

） 

2-3-

(1) 
ヘルプカード
へ る ぷ か ー ど

の配布 

緊急
きんきゅう

時
じ

や災害
さいがい

時
じ

、困
こま

ったとき

に、周
しゅう

囲
い

の配
はい

慮
りょ

や手助けをお願
ねが

いしやすくする「ヘルプカード
へ る ぷ か ー ど

」

を配布
は い ふ

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

2-3-

(1) 

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

の設置
せ っ ち

 

（再掲
さいけい

） 

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

の貸与
た い よ

事業
じぎょう

につ

いては、継続
けいぞく

して事業
じぎょう

を実施
じ っ し

し、

ひとり暮
ぐ

らしなどの重度
じゅうど

障害
しょうがい

者
しゃ

の不安感
ふあんかん

の解消
かいしょう

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

2-3-

(1) 
火災
か さ い

予防
よ ぼ う

点検
てんけん

の推進
すいしん

 

ひとり暮
ぐ

らしなどの重度
じゅうど

障害
しょうがい

者
しゃ

世帯
せ た い

を対象
たいしょう

とする火災
か さ い

予防
よ ぼ う

点検
てんけん

事業
じぎょう

については、今後
こ ん ご

も、

対
たい

象
しょう

世
せ

帯
たい

の把
は

握
あく

に努
つと

めるとと

もに、利
り

用
よう

を 促
をうなが

します。また、

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

2-3-

(2) 

災害
さいがい

時
じ

における要配慮
ようはいりょ

者
しゃ

の 支援
し え ん

と 福祉
ふ く し

避難
ひ な ん

所
しょ

の

充実
じゅうじつ

 

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

に基
もと

づき、障害
しょうがい

者
しゃ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

、避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

、避難
ひ な ん

所
じょ

生活
じょせい

における配慮
はいりょ

などの安全
あんぜん

対策
たいさく

を的確
てきかく

に実施
じ っ し

できる体制
たいせい

の

整
せい

備
び

に取
と

り組
く

みます。また、

障害
しょうがい

の特
とく

性
せいｑ

に応
おう

じた避
ひ

難
なん

生
せい

活
かつ

ができる福祉
ふ く し

避難
ひ な ん

所
しょ

の充実
じゅうじつ

等
とう

に取
と

り組
く

みます。 

危機
き き

管理室
かんりしつ

 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（長寿
ちょうじゅ

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

担当
たんとう

） 
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

2-3-

(2) 

難病患
なんびょうかん

者
しゃ

・ 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

児
じ

等
とう

へ の 災害
さいがい

時
じ

対応
たいおう

 

指定難病患
していなんびょうかん

者
しゃ

で 24 時間
じ か ん

人
じん

工呼吸器
こうこきゅうき

装着
そうちゃく

または気
き

管
かん

切
せっ

開
かい

を行
おこな

っている患
かん

者
しゃ

とその家
か

族
ぞく

、

人
じん

工
こう

呼
こ

吸
きゅう

器
き

装
そう

着
ちゃく

児
じ

とその家
か

族
ぞく

に対
たい

し、保
ほ

健
けん

師
し

が個
こ

別
べつ

に、災害
さいがい

時に対応できるよう 準
じゅん

備
び

物
ぶつ

や

行
こう

動
どう

確
かく

認
にん

等
とう

の助
じょ

言
げん

を行
おこな

います。 

保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

） 

 

（２）感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

新規 

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

時
じ

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

派遣
は け ん

事業
じぎょう

（タブレット端
た ぶ れ っ と た ん

末
まつ

を利用
り よ う

） 

聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

害
がい

者
しゃ

が新
しん

型
がた

コ
こ

ロ
ろ

ナ
な

ウ
う

イ
い

ル
る

ス
す

感
かん

染
せん

症
しょう

の 疑
うたが

い 等
とう

の

感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

のため、緊急
きんきゅう

受診
じゅしん

の際
さい

の手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

者
しゃ

派遣
は け ん

につい

て、タブレット
た ぶ れ っ と

端末
まつ

等を利用
り よ う

し

た遠隔
えんかく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

を実施
じ っ し

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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第
だい

３節
せつ

 安
あん

心
しん

して生
せい

活
かつ

できるサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の確
かく

保
ほ

と提
てい

供
きょう

 

１．地域
ち い き

生活
せいかつ

への支援
し え ん

 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

「障害
しょうがい

者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

を総合
そうごう

的
てき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

」および「児童
じ ど う

福祉
ふ く し

法
ほう

」により、障害
しょうがい

者
しゃ

および難病患
なんびょうかん

者
しゃ

等
とう

が自立
じ り つ

した 生
せいかつ

活を送
おく

るために、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

・障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

支援
し え ん

の支給
しきゅう

決定
けってい

に際
さい

し、サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

又
また

は、障害
しょうがい

児
じ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

が必要
ひつよう

となりました。サービスについては、参
さん

入
にゅう

する事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の数
かず

も増
ふ

え、一
いっ

定
てい

利
り

用
よう

拡
かく

大
だい

が図
はか

られています。 

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

や対
たい

象
しょう

者
しゃ

の 拡
かくだい

大・増
・ぞう

加に伴
ともな

い、「指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

者
しゃ

」「指定
し て い

障害
しょうがい

児
じ

相談
じ そ う

事業
じぎょう

者
しゃ

」をはじめ、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

全般
ぜんぱん

にわたる人
じん

材
ざい

の確保
か く ほ

と質
しつ

の向上
こうじょう

が課題
か だ い

となっています。 

また、地
ち

域
いき

で自
じ

立
りつ

した生
せい

活
かつ

へのニ
に

ー
ー

ズ
ず

は多
おお

く、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の新
しん

規
き

開
かい

設
せつ

補
ほ

助
じょ

や運
うん

営
えい

補
ほ

助
じょ

を行
おこな

い、サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

提
てい

供
きょう

基
き

盤
ばん

の整
せい

備
び

に努
つと

めているところです。 

外出
がいしゅつ

支援
し え ん

は社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

する重要
じゅうよう

なサービス
さ ー び す

です。本市
ほ ん し

では、視覚
し か く

障害
しょうがい

のある

高齢
こうれい

者
しゃ

等
とう

の方
かた

が医療
いりょう

機関
き か ん

での受診
じゅしん

される際
さい

、視覚
し か く

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を介助
かいじょ

することにより、

円滑
えんかつ

に医療
いりょう

機関
き か ん

での受
じゅ

診
しん

ができるよう、同行
どうこう

援護
え ん ご

によるサービス利用
り よ う

を可能
か の う

とした制
せい

度
ど

運用
うんよう

をしているところです。 

視覚
し か く

障害
しょうがい

者
しゃ

を対象
たいしょう

とした情報
じょうほう

提供
ていきょう

としては、「広報
こうほう

ひらかた」や「枚方市
ひらかたし

議会報
ぎかいほう

」

等
など

について、点字版
てんじばん

、音
おん

声
せい

版
ばん

を作成
さくせい

し、希望
き ぼ う

者
しゃ

に配
はい

付
ふ

するとともに、市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

の「広報
こうほう

ひらかた WEB
う ぇ ぶ

版
ばん

」では、音
おん

声
せい

ガイド
が い ど

を設けています。このように、行
ぎょう

政
せい

情
じょう

報
ほう

等
など

の多
おお

くが点
てん

字
じ

や音
おん

声
せい

付
つ

き
き

で対
たい

応
おう

されるよう、必
ひつ

要
よう

な情
じょう

報
ほう

が的
てき

確
かく

に伝
つた

わるよう、一
いっ

層
そう

の配
はい

慮
りょ

に努
つと

めるとともに、障害
しょうがい

者
しゃ

が多様な手段を用いて情報を利用
り よ う

するため、障害
しょうがい

の

状 況
じょうきょう

や特性
とくせい

に応
おう

じた 支援
し え ん

ができるよう、点字
て ん じ

、音訳
おんやく

などの講座
こ う ざ

の開催
かいさい

・周知
しゅうち

に努
つと

めて

いくことが必要
ひつよう

です。   

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

を対象
たいしょう

としたコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

については、従前
じゅうぜん

から手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

者
しゃ

、要
よう

約
やく

筆記
ひ っ き

者
しゃ

の派遣
は け ん

事
じ

業
ぎょう

やそれを支
ささ

える養
よう

成
せい

講
こう

座
ざ

を実
じっ

施
し

し、人
じん

材
ざい

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

に

努
つと

めてきました。令
れい

和
わ

3年
ねん

4月
がつ

には、広く
ひ ろ く

市民
し み ん

が手話
し ゅ わ

は言語
げ ん ご

であることを認識
にんしき

し、理解
り か い

を

深め
ふ か め

、相互
そ う ご

にコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を図
はか

ることができるよう、ろう者
しゃ

及
およ

び手話
し ゅ わ

への理
り

解
かい

と

手
しゅ

話
わ

の普
ふ

及
きゅう

促
そく

進
しん

を図
はか

るため「（仮
か

称
しょう

）枚方市
ひらかたし

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

」を制定
せいてい

しました。また、

コ
こ

ロ
ろ

ナ
な

禍
か

にあっては、接
せっ

触
しょく

を防
ふせ

ぐために緊
きん

急
きゅう

時
じ

の手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

においては病院
びょういん

の協 力
きょうりょく

の

もと遠隔
えんかく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

を対応
たいおう

しています。 

また、市
し

役所
やくしょ

窓口
まどぐち

において、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

アプリ
あ ぷ り

を搭載
とうさい

したタブレット
た ぶ れ っ と

型
がた

多機能
た き の う

情報端
じょうほうたん

末
まつ

等
など

の設置
せ っ ち

の拡大
かくだい

を図
はか

るとともに、情
じょう

報
ほう

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

に関
かん

する
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多
た

様
よう

な支
し

援
えん

機
き

器
き

は視
し

覚
かく

・聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

の生活
せいかつ

を飛躍的
ひやくてき

に向上
こうじょう

させる可
か

能
のう

性
せい

を秘
ひ

めているため、その活
かつ

用
よう

に向
む

けた取
と

り組
く

みが求
もと

められています。  

これらに加
くわ

え、大阪府
おおさかふ

等
など

と共同
きょうどう

で盲
もう

ろう者
しゃ

向け通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

の派遣
は け ん

事業
じぎょう

及び養成
ようせい

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

する等
など

で、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

に取
と

り組
く

んで
で

います。 

また、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
もんかい

の支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けコ
こ

ミ
み

ュ
ゅ

ニ
に

ケ
け

ー
ー

シ
し

ョ
ょ

ン
ん

支
し

援
えん

が必要
ひつよう

な重度
じゅうど

の障害
しょうがい

者
しゃ

が医療
いりょう

機関
き か ん

に
かん

入院
にゅういん

した際
さい

、医師
い し

や看護師
か ん ご し

等
とう

との意思
い し

疎通
そ つ う

が円滑
えんかつ

にできるよう支援
し え ん

を行
おこな

う「重度
じゅうど

障害
しょうがい

者
しゃ

入院
にゅういん

時
じ

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」について、令和
れ い わ

元
がん

年
ねん

度
ど

から行動
こうどう

援護
え ん ご

利用
り よ う

者
しゃ

も対象
たいしょう

としています。 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、《
＜

相談
そうだん

支援
し え ん

》
＞

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

について、現在
げんざい

利用
り よ う

していない（「現在
げんざい

利用
り よ う

していないが、今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい」と「現在
げんざい

利用
り よ う

していないし、今後
こ ん ご

も利用
り よ う

しない」

の合計
ごうけい

）と回答
かいとう

した方
かた

が、18歳
さい

以上
いじょう

の成人
せいじん

では計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

が 59.8％、地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

が 62.0％、18歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

では 71.5％となっています。障害
しょうがい

のある人
ひと

の約
やく

６～７
７

割

が利用
り よ う

していない状 況
じょうきょう

です（ｐ.## グラフ
ぐ ら ふ

６参照
さんしょう

）。現在
げんざい

利用
り よ う

していないと回答
かいとう

し

た人
ひと

を対象
たいしょう

に、《
＜

相談
そうだん

支援
し え ん

》
＞

を利用
り よ う

しない理由
り ゆ う

をたずねたところ、「どんな内容
ないよう

を相談
そうだん

すればよいかわからないから」と回答
かいとう

した方
かた

が、成人
せいじん

では 26.0％、児童
じ ど う

では 31.7％で、

「どんなサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

か知
し

らないから」と回
かい

答
とう

した方
かた

が、成人
せいじん

では 24.7％、児童
じ ど う

では 33.7％

となっています。障害
しょうがい

のある人
ひと

の３割
わり

前
ぜんご

後が《
＜

相談
そうだん

支援
し え ん

》についてよく知らない
し ら な い

状 況
じょうきょう

です（ｐ.## グラフ
ぐ ら ふ

７参照
さんしょう

）。《
＜

相談
そうだん

支援
し え ん

》に限
かぎ

らず、サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

をよく知
し

らな

いために、潜在的
せんざいてき

なニーズ
に ー ず

がありながらサービス
さ ー び す

を利用
り よ う

できていない方
かた

が少
すく

なからずお

られる可
か

能
のう

性
せい

があります。障
しょう

害
がい

のある人
ひと

の地
ち

域
いき

での生活
せいかつ

を支
ささ

えるためには、サービス
さ ー び す

内容
ないよう

の一層
いっそう

の周知
しゅうち

を図
はか

ることが課題
か だ い

となります。 

 

【グラフ
ぐ ら ふ

６：相談
そうだん

支援
しえん

の利用
りよう

状 況
じょうきょう

（令和
れいわ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.1 

4.7 

16.4 

1.8 

1.1 

2.6 

18.7 

16.2 

42.2 

41.1 

45.8 

29.3 

31.4 

32.2 

9.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳以上・計画相談支援

(N=845)

18歳以上・地域相談支援

(N=845)

18歳未満・相談支援

(N=116)

現在利用しており、そのサービスに満足している

現在利用しているが、そのサービスに満足していない

現在利用していないが、今後利用したい

現在利用していないし、今後も利用しない

無回答
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【グラフ
ぐ ら ふ

７：相談
そうだん

支援
しえん

を利用
りよう

しない理由
りゆう

（複
（

数
すう

回答
かいとう

）（令和
れ い わ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の基本的な方向 

障害
しょうがい

者
しゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
ぐ

らすために必要
ひつよう

な人
ひと

が必要
ひつよう

な時
とき

に十分
じゅうぶん

なサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

が受
う

け

られるよう、必
ひつ

要
よう

なサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

基
き

盤
ばん

の確
かく

保
ほ

を図
はか

るとともに、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

との連
れん

携
けい

を図
はか

る中
なか

で

丁寧
ていねい

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

と柔軟
じゅうなん

なサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

をめざします。 

枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

や枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

者
しゃ

連絡会
れんらくかい

等
とう

と協 力
きょうりょく

し、ガ
が

イ
い

ド
ど

ヘ
へ

ル
る

パ
ぱ

ー
ー

養
よう

成
せい

研
けん

修
しゅう

の実
じっ

施
し

や各
かく

種
しゅ

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

向
む

け研
けん

修
しゅう

会
かい

を通
つう

じ、人
じん

材
ざい

の確
かく

保
ほ

や障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の

質
しつ

の確
かく

保
ほ

に取
と

り組
く

んでいきます。 

また、多様
た よ う

な手法
しゅほう

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

、手話
し ゅ わ

をはじめ、音訳
おんやく

、点訳
てんやく

、またＩＣＴ
あいしーてぃー

を活用
かつよう

した幅広
はばひろ

いコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めていきます。 

 

 

（１）福祉サービス提供体制の充実と質の向上 

○第５章へ 

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

4-1-

(1) 
訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

 

様
さまざま

々な 障
しょう

害
がい

特
とく

性
せい

に応
おう

じて必
ひつ

要
よう

なサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

提
てい

供
きょう

ができるよう、

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

と 連
れんけい

携して、介
かい

護
ご

の人
じん

材
ざい

の資
し

質
しつ

の向
こう

上
じょう

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当） 

43.6 

24.1 

23.9 

19.3 

26.0 

31.3 

24.7 

33.7 

8.5 

12.0 

0 10 20 30 40 50

18歳以上・相談支援未利用

(N=543)

18歳未満・相談支援未利用

(N=83)

利用しなくても困らないから

相談する内容がないから

どんな内容を相談すればよいか、わからないから

どんなサービスか知らないから

その他

(％)
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

4-1-

(1) 
短期
た ん き

入所
にゅうしょ

サービス
さ ー び す

 

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の新
しん

規
き

開
かい

設
せつ

や定
てい

員
いん

増
ぞう

等
とう

に

ついて事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

に働
はたら

きかけます。

また、緊急
きんきゅう

利用
り よ う

や医療
いりょう

ケア
け あ

への

対応
たいおう

等
とう

様々
さまざま

なニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

した

サービス
さ ー び す

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

4-1-

(1) 
日
にっ

中
ちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

 

利
り

用
よう

者
しゃ

ニ
に

ー
ー

ズ
ず

に応
おう

じたサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

提
てい

供
きょう

の確
かく

保
ほ

に努
つと

めるとともに、

事業
じぎょう

者
しゃ

の 支援
し え ん

施策
し さ く

と し て 既存
き そ ん

事業
じぎょう

者
しゃ

の施設
し せ つ

整備
せ い び

や定員増
ていいんぞう

のほ

か、新た
あ ら た

な日
にっ

中
ちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

とこれを担
にな

いうる人
じん

材
ざい

の育成
いくせい

に

努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

4-1-

(1) 
グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

 

事業
じぎょう

者
しゃ

に対
たい

し、新規
し ん き

開設
かいせつ

等
とう

に 係
かかわ

る整
せい

備
び

補
ほ

助
じょ

・運営
うんえい

に 係
かかわ

る支
し

援
えん

を

行
おこな

い 、 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の 整備
ー ぷ

促進
そくしん

を図
はか

ります。また、世話
せ わ

人
にん

の

養成
ようせい

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

し、人
じん

材
ざい

の確保
か く ほ

・

育成
いくせい

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

4-1-

(1) 
移動
い ど う

支援
し え ん

 

増大
ぞうだい

し多様化
た よ う か

する利用
り よ う

者
しゃ

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するため、ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

養成
ようせい

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

する等
など

、人
じん

材
ざい

の

確保
か く ほ

・育成
いくせい

に努
つと

めるとともに、利
り

用
よう

対
たい

象
しょう

者
しゃ

の 範囲
は ん い

や 利用
り よ う

目
もく

的
てき

を

見直
み な お

すなど、制
せい

度
ど

の利便性
りべんせい

向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

4-1-

(1) 
地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

Ⅰ型
いちかた

は、多様
た よ う

なニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

する

ための拠点
きょてん

として各地域
かくちいき

の障害
しょうがい

者
しゃ

支援
し え ん

の 中
ちゅう

心的
しんてき

役割
やくわり

としての機
き

能
のう

を高
たか

めます。Ⅱ型
に が た

・Ⅲ型
さんかた

は、

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

、生産
せいさん

活動
かつどう

、交流
こうりゅう

の場
ば

等
とう

、障害
しょうがい

者
しゃ

の日
にっ

中
ちゅう

活動
かつどう

の場
ば

とし

て、計画
けいかく

的
てき

に
てき

整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

4-1-

(1) 
日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

・補
ほ

装具
そ う ぐ

 

適宜
て き ぎ

、取 扱 品
とりあつかいひん

目
もく

や給付限
きゅうふげん

度
ど

額
がく

を

見
み

直
なお

す等
など

して、障害
しょうがい

者
しゃ

の生
せい

活
かつ

実
じっ

態
たい

に見
み

合
あ

ったサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

提
てい

供
きょう

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

4-1-

(1) 

高齢
こうれい

障害
しょうがい

者
しゃ

の 日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

 

高齢
こうれい

障害
しょうがい

者
しゃ

の サービス
さ ー び す

利用
り よ う

は

介護
か い ご

保険
ほ け ん

が優先
ゆうせん

ですが、高齢
こうれい

視覚
し か く

障害
しょうがい

者
しゃ

への同行
どうこう

援護
え ん ご

や高齢
こうれい

知的
ち て き

障害
しょうがい

者
しゃ

へ の 日
にっ

中
ちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

など、介護
か い ご

保険
ほ け ん

にはない

障害
しょうがい

特性
とくせい

に 由来
ゆ ら い

す る 必要
ひつよう

な

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

4-1-

(1) 

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

者
しゃ

の 指定
し て い

・

指導
し ど う

監督
かんとく

 

指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

者
しゃ

等
など

の指定
し て い

、指導
し ど う

監督
かんとく

等
とう

を行
おこな

い、自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

給
きゅう

付
ふ

対
たい

象
しょう

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

等
とう

の 質
しつ

の確
かく

保
ほ

及
およ

び自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

給
きゅう

付
ふ

の適
てき

正
せい

化
か

を図
はか

ります。 

福祉
ふ く し

指導
し ど う

監査課
か ん さ か

 

 

（２）多
た

様
よう

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

 

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

4-1-

(2) 
各種
かくしゅ

養成
ようせい

講座
こ う ざ

の実施
じ っ し

 

手話
し ゅ わ

・要
よう

約
やく

筆記
ひ っ き

・点訳
てんやく

・音訳
おんやく

等
とう

の

講習会
こうしゅうかい

を実施
じ っ し

し、奉
ほう

仕
し

員
いん

の裾
すそ

野
の

を広
ひろ

げ、また、有
ゆう

資
し

格
かく

者
しゃ

の拡大
かくだい

もめざします。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

4-1-

(2) 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

者
しゃ

・要
よう

約
やく

筆記
ひ っ き

者
しゃ

等
とう

の派遣
は け ん

 

利用
り よ う

者
しゃ

のニ
に

ー
ー

ズ
ず

に応
おう

じて、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

者
しゃ

・要
よう

約
やく

筆記
ひ っ き

者
しゃ

等
とう

を派遣
は け ん

し

ます。また、登録
とうろく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

者
しゃ

のス
す

キ
き

ル
る

ア
あ

ッ
っ

プ
ぷ

を図
はか

るための現
げん

任
にん

研
けん

修
しゅう

を実
じっ

施
し

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

4-1-

(2) 

点字
て ん じ

・音
おん

声
せい

・手話
し ゅ わ

等
とう

による

情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

広報
こうほう

ひらかた、枚方市
ひらかたし

議会報
ぎかいほう

、

保健
ほ け ん

センター
せ ん た ー

だよりなど市政
し せ い

情報
じょうほう

を点字
て ん じ

、音
おん

声
せい

で提
てい

供
きょう

しま

す。市
し

主催
しゅさい

事業
じぎょう

について、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

者
しゃ

の設置
せ っ ち

を働
はたら

きかけます。

また、市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

につい

て、音
おん

声
せい

ガイド
が い ど

を設
もう

けるなど、

ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

の 充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

広報
こうほう

プロモーション課
ぷ ろ も ー し ょ ん か

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

） 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

市
し

議会
ぎ か い

事務局
じむきょく

 

4-1-

(2) 

重度
じゅうど

障害
しょうがい

者
しゃ

入院
にゅういん

時
じ

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

 

重度
じゅうど

訪
ほう

問
もん

介
かい

護
ご

および行
こう

動
どう

援
えん

護
ご

等
とう

 

の支
し

給
きゅう

決
けっ

定
てい

を受
う

けており、

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な重度
じゅうど

の 障害
しょうがい

者
しゃ

が 入院
にゅういん

した

場合
ば あ い

に、医療
いりょう

機関
き か ん

と
かん

の意思
い し

疎通
そ つ う

を円
えん

滑
かつ

に図
はか

ることができるよう

支援
し え ん

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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２．緊
きん

急
きゅう

時
じ

の対
たい

応
おう

 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障害
しょうがい

者
しゃ

及
およ

び障害
しょうがい

児
じ

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

や病院
びょういん

からの地域
ち い き

移行
い こ う

を進
すす

めるとともに、障害
しょうがい

者
しゃ

の

高
こう

齢
れい

化
か

・
か

重
じゅう

度
ど

化
か

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」の問
もん

題
だい

、また社会
しゃかい

問題
もんだい

となっている８０５０問題
もんだい

にそな

えるためには、地域
ち い き

での安心感
あんしんかん

を担保
た ん ぽ

し、障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支える体制
たいせい

の

構築
こうちく

が急務
きゅうむ

です。地域
ち い き

には、障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

を支
ささ

える 様
さまざま

々な資
し

源
げん

が存
そん

在
ざい

するが、それらの間
あいだ

に有機的
ゆうきてき

な結
むす

びつきがなく、効率的
こうりつてき

・効果的
こうかてき

な地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

体制
たいせい

となっていません。

また、地域
ち い き

で障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

や障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

の家族
か ぞ く

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

するためには、緊急
きんきゅう

時
じ

にすぐ

に相談
そうだん

でき、必要
ひつよう

に応
おう

じて緊
きん

急的
きゅうてき

な対応
たいおう

が即座
そ く ざ

に行
おこな

われる体
たい

制
せい

が必要
ひつよう

となります。こ

のため、障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

に必要
に ひ つ

な緊急
きんきゅう

対応
たいおう

等
とう

ができる機能
き の う

について、今
いま

まで

福
ふく

祉
し

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の利
り

用
よう

経
けい

験
けん

のない方
かた

を含
ふく

めた地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

を支援
し え ん

する体制
たいせい

の整備
せ い び

を行
おこな

うため、

国
くに

は「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

及
およ

び相
そう

談
だん

支
し

援
えん

並
なら

びに市
し

町
ちょう

村
そん

及
およ

び都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

の地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

の提
てい

供
きょう

体
たい

制
せい

の整
せい

備
び

並
なら

びに自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

給
きゅう

付
ふ

及
およ

び
び

地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

を確保
か く ほ

す

るための基 本

きほん

的
てき

な
てき

方針
ほうしん

」において、平成２９年
ねん

度
ど

末
まつ

までに各市町村
かくしちょうそん

又
また

は、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

圏域
けんいき

ごとに少
すく

なくとも１
ひと

つを整備
せ い び

することとしています。枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第

だい

５期
き

）で

は令和
れ い わ

２年
ねん

度
ど

末
まつ

までに地域
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

を行
おこな

うことを成果
せ い か

目
もく

標
ひょう

のひとつに掲
かか

げ、

枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

での議論
ぎ ろ ん

を重
かさ

ね整
せい

備
び

に向
む

け検討
けんとう

を行
おこな

いましたが、緊急
きんきゅう

時
じ

の受
う

け

入
い

れ施設
し せ つ

や体制
たいせい

の確保
か く ほ

等
とう

、整理
せ い り

すべき課
か

題
だい

等
とう

が多
た

岐
き

に渡
わた

り整
せい

備
び

には至
いた

っていません。 

また、聴覚
ちょうかく

や音
おん

声
せい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

の障害
しょうがい

で消防
しょうぼう

署
しょ

への救 急 車
きゅうきゅうしゃ

や消防車
しょうぼうしゃ

の出動
しゅつどう

要請
ようせい

を

電話
で ん わ

で 行
おこな

うことが困難
こんなん

な方
かた

に対
たい

し、スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

等
とう

から通報用
つうほうよう

Web
う ぇ ぶ

サイト
さ い と

に

アクセス
あ く せ す

し消防
しょうぼう

署
しょ

への連絡
れんらく

が可能
か の う

な「Net
ねっと

１１９」を「福祉
ふ く し

のてびき」等
とう

を通
つう

じ引
ひ

き続
つづ

き周
しゅう

知
ち

していきます。 

ア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

調
ちょう

査
さ

では、「通
つう

院
いん

時
じ

や医
い

療
りょう

を受
う

けるにあたって困
こま

っていることはあります

か」との問
と

いに対して
た い し て

、全体
ぜんたい

では、約
やく

24％の方
ほう

が「公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

（バス
ば す

・電車
でんしゃ

等
など

）を

利用
り よ う

することが困難
こんなん

」、約
やく

23％の方
かた

が「医者
い し ゃ

や看護師
か ん ご し

とのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

」を挙
あ

げ

ています。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみると、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

や発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「医者
い し ゃ

や

看護師
か ん ご し

とのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

」「支援者
しえんしゃ

を見
み

つけることが困難
こんなん

」が、他
た

の障害
しょうがい

種別
しゅべつ

に

比
くら

べてとくに多
おお

い傾
けい

向
こう

にあります（ｐ.## グ
ぐ

ラ
ら

フ
ふ

８参
さん

照
しょう

）。通院
つういん

や医療
いりょう

など、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

のさまざまな緊急
きんきゅう

の局面
きょくめん

において、移動
い ど う

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を支援
し え ん

する体制
たいせい

の整備
せ い び

が求
もと

められています。 
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【グラフ
ぐ ら ふ

８：通院
つういん

時
じ

や医療
いりょう

を受ける
う け る

にあたって困
こま

っていること（複数
ふくすう

回答
かいとう

）（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

アンケート
あ ん け ー と

） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

には、「相談
そうだん

」「緊急
きんきゅう

時
じ

の受
う

け入
い

れ・対応
たいおう

」「体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

」「専門的
せんもんてき

人
じん

材
ざい

の確保
か く ほ

・養成
・ よ う

」「地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり」などの機
き

能
のう

が求
もと

められており、各
かく

機
き

能
のう

を１か所
しょ

に集
しゅう

約
やく

したかたちでの拠点
きょてん

整備
せ い び

ではなく、地域
ち い き

に点在
てんざい

する社会
しゃかい

資源
し げ ん

を結
むす

び付
つ

け、面的
めんてき

な

整備
せ い び

の方向
ほうこう

を基本
き ほ ん

に、引
ひ

き続
つづ

き枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

での議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえ整
せい

備
び

を行
おこな

いま

す。 

 

 

（１）障
しょう

害
がい

ニ
に

ー
ー

ズ
ず

に応
おう

じた対
たい

応
おう

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

2-3-

(1) 
緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

の設置 

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

の貸与
た い よ

事業
じぎょう

につ

いては、継続
けいぞく

して事業
じぎょう

を実施
じ っ し

し、

ひとり暮
ぐ

らしなどの重度
じゅうど

障害
しょうがい

者
しゃ

の不安感
ふあんかん

の解消
かいしょう

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

25.2 

9.1 

15.0 

7.6 

7.4 

27.2 

23.0 

44.3 

7.2 

11.9 

24.6 

8.6 

17.6 

6.6 

12.9 

22.7 

22.1 

42.9 

9.1 

10.4 

31.8 

16.5 

25.9 

16.5 

14.1 

17.2 

12.9 

20.7 

10.3 

8.6 

0 10 20 30 40 50

公共交通機関（バス・電車等）

を利用することが困難

支援者を見つけることが困難

医者や看護師との

コミュニケーション

感染症に感染することが不安

なため通院ができなくなった

その他

身体障害者(N=473) 知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256) 発達障害(N=154)

難病患者(N=85) 18歳未満(N=116)

(％)
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

6-1-

(1) 
地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

 

相談
そうだん

、 一人暮
ひ と り ぐ

ら し や

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

の体験
たいけん

の機会
き か い

の場
ば

、緊急
きんきゅう

時の受
うけ

入
い

れや対
たい

応
おう

等
とう

の機
き

能
のう

を有
ゆう

した地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

新規 
ネット
ね っ と

119 緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システム
し す て む

の活用
かつよう

 

聴覚
ちょうかく

、音
おん

声
せい

・言語
げ ん ご

又
また

はそしゃく

機能
き の う

の障害
しょうがい

により、音
おん

声
せい

による

119番
ばん

通報
つうほう

が困難
こんなん

な方
かた

のために

枚方
ひらかた

寝屋川
ね や が わ

消防
しょうぼう

組合
くみあい

等
とう

が提
てい

供
きょう

す る ネ
ね

ッ
っ

ト
と

119 緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システム
し す て む

の周知
しゅうち

と利用
り よ う

促進
そくしん

に努
つと

めます 

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

 

 

３．保
ほ

健
けん

・医
い

療
りょう

との連
れん

携
けい

 

■現状と課題 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障害
しょうがい

者
しゃ

の中
なか

には、難病患
なんびょうかん

者
しゃ

や医療
いりょう

的
てき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とされる方
かた

など、医療
いりょう

機関
き か ん

との密接
みっせつ

な関
かん

係
けい

が必
ひつ

要
よう

な方
かた

が多
おお

くおられます。アンケート
あ ん け ー と

結果
け っ か

によると、現在
げんざい

受
う

けている医療
いりょう

的
てき

ケア
け あ

については、服薬
ふくやく

管理
か ん り

が最
もっと

も多
おお

く 22.7%、透析
とうせき

が 3.９%などと少
すく

なからず患
かん

者
しゃ

が

みられ、医療
いりょう

の果
は

たす役
やく

割
わり

は大
たい

変
へん

重
じゅう

要
よう

です（p.## グラフ＃参照）。住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で

引
ひ

き続
つづ

き生
せい

活
かつ

をするため、各
かく

診療
しんりょう

機関
き か ん

、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

ステーション
す て ー し ょ ん

等
とう

との更
さら

なる連携
れんけい

強化
きょうか

が

必要
ひつよう

です。 

本市
ほ ん し

では、健康
けんこう

増進法
ぞうしんほう

に基
もと

づき、市民
し み ん

を対象
たいしょう

とした各種
かくしゅ

保健
ほ け ん

事業
じぎょう

として、健康
けんこう

に関
かん

す

る講座
こ う ざ

、各種
かくしゅ

がん検診
けんしん

、住民
じゅうみん

健康診査
けんこうしんさ

、歯
し

周 病
しゅうびょう

検診
けんしん

、健康
けんこう

相談
そうだん

、歯科
し か

医師
い し

が訪問
ほうもん

して

行
おこな

う歯科
し か

健康診査
けんこうしんさ

、保健
ほ け ん

師
し

・理学
り が く

療法士
りょうほうし

・作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

・管理
か ん り

栄養士
えいようし

・歯科
し か

衛生士
えいせいし

による

訪問
ほうもん

指導
し ど う

等
とう

を実施
じ っ し

し、健康
けんこう

増進
ぞうしん

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めているところです。また、「枚方市
ひらかたし

歯科
し か

口腔
こうくう

保健
ほ け ん

計画
けいかく

」に基
もと

づき、「枚方市
ひらかたし

口腔
こうくう

保健
ほ け ん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」を設置
せ っ ち

し、歯科
し か

・口腔
こうくう

衛生
えいせい

の

必要性
ひつようせい

・重要
じゅうよう

性
せい

について啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 

「障害
しょうがい

者
しゃ

（児
じ

）歯科
し か

診療
しんりょう

事業
じぎょう

」としては、枚方市
ひらかたし

歯科
し か

医師会
い し か い

に対して補助
ほ じ ょ

を行
おこな

い、

週
しゅう

1回
かい

の平日
へいじつ

診療
しんりょう

に加
くわ

え、隔週
かくしゅう

土曜日
ど よ う び

にも診療
しんりょう

日
び

を増
ふ

やすなど、地域
ち い き

の歯科
し か

医療
いりょう

機関
き か ん

での治療
ちりょう

、受診
じゅしん

が困難
こんなん

な方
かた

に対
たい

する支援
し え ん

をしています。 

精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

の取
と

り組
く

みとしては、枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会に「精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

地域生活支援
し え ん

部会」を設置
せ っ ち

し、この間
あいだ

、障害
しょうがい

者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、精神
せいしん

科
か

病院
びょういん

相談員
そうだんいん

、
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高齢
こうれい

者
しゃ

サポート
さ ぽ ー と

センター
せ ん た ー

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の職員
しょくいん

等
とう

が市内
し な い

精神
せいしん

科
か

病院
びょういん

を訪問
ほうもん

し、面接
めんせつ

調査
ちょうさ

を

行
おこな

うなどしています。精神
せいしん

科
か

病院
びょういん

等
とう

の医療
いりょう

機関
き か ん

も「精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

」に

参画
さんかく

しており、定例的
ていれいてき

に会議
か い ぎ

を開催
かいさい

することにより、連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

っているところです。 

医療
いりょう

的
てき

ケア児
け あ じ

等
とう

への支援
し え ん

については、多様化
た よ う か

、複雑化
ふくざつか

するニーズ
に ー ず

に対
たい

して適切
てきせつ

に支援
し え ん

を行
おこな

うために、医療
いりょう

機関
き か ん

をはじめとした地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

による協議
きょうぎ

の場
ば

として、令和
れ い わ

元
がん

年
ねん

度
ど

から「枚方市
ひらかたし

医療
いりょう

的
てき

ケア児
け あ じ

等
とう

支援
し え ん

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

」を設置
せ っ ち

し、意見
い け ん

交換
こうかん

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

を図
はか

りながら連
れん

携
けい

強
きょう

化
か

に取
と

り組
く

んでいます。 

また、入院
にゅういん

時
じ

の支援
し え ん

として、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

利用
り よ う

者
しゃ

に対
たい

し、入院
にゅういん

中
ちゅう

の医療
いりょう

機関
き か ん

におい

ても利用
り よ う

者
しゃ

の状態
じょうたい

などを熟知
じゅくち

しているヘルパー
へ る ぱ ー

の派遣
は け ん

を通
つう

じて、そのニーズ
に ー ず

を的確
てきかく

に

医療
いりょう

従事
じゅうじ

者
しゃ

に伝達
でんたつ

する等
など

の支援
し え ん

を実施
じ っ し

するとともに、その他
た

の重度
じゅうど

障害
しょうがい

者
しゃ

には「重度
じゅうど

障害
しょうがい

者
しゃ

入院
にゅういん

時
じ

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」を実施
じ っ し

しています。 

アンケート
あ ん け ー と

結果
け っ か

では、現在
げんざい

受
う

けている医療的
いりょうてき

ケア
け あ

について、全体
ぜんたい

では約
やく

22％の方
かた

が

「服薬
ふくやく

管理
か ん り

」を挙
あ

げておられ、その他
た

の医
い

療
りょう

的
てき

ケ
け

ア
あ

を挙
あ

げ
げ

た方
かた

はそれぞれ１割
わり

未満
み ま ん

とな

っています。18歳
さい

以上
いじょう

の成人
せいじん

では「透
とう

析
せき

」（3.9％）がやや多
おお

い傾
けい

向
こう

にあります。18歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

では複数
ふくすう

の回答者
かいとうしゃ

が「吸 入
きゅうにゅう

」（1.7％）を挙
あ

げておられます（p.## グラフ
ぐ ら ふ

９参照
さんしょう

）。成人
せいじん

・児童
じ ど う

ともにそれぞれの特
とく

性
せい

に応
おう

じて
て

適
てき

切
せつ

なケ
け

ア
あ

を受
う

ける必
ひつ

要
よう

があり、

医療
りょう

の果
は

たす役
やく

割
わり

は大
たい

変
へん

重
じゅう

要
よう

です。 

 

【グラフ９：現在
げんざい

受けて
う け て

いる医療
いりょう

ケア
け あ

（複数
ふくすう

回答
かいとう

）（令
れい

和
わ

２年
ねん

度
ど

障害者
しょうがいしゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 
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0.0 
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0.0 

1.7 

0.9 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.7 

6.0 

59.5 

0 20 40 60 80 100

気管切開

人工呼吸器（レスピレーター）

吸入

吸引

胃ろう・腸ろう

鼻腔経管栄養

中心静脈栄養（ＩＶＨ）

透析

カテーテル留置

ストマ（人工肛門・人工膀胱）

服薬管理

その他

特になし

18歳以上(N=845) 18歳未満(N=116)

(％)
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■施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

障害
しょうがい

者
しゃ

やその家族
か ぞ く

の実情
じつじょう

に応
おう

じた保健
ほ け ん

事業
じぎょう

を拡充
かくじゅう

します。また日常的
にちじょうてき

に医療
いりょう

的
てき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とする障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

して、総合
そうごう

的
てき

な支援
し え ん

策
さく

を展開
てんかい

するために、医療
いりょう

機関
き か ん

との

連携
れんけい

をさらに進
すす

めていきます。 

 

 

 

（１）保健
ほ け ん

・医療
いりょう

との連携
れんけい

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

4-2-

(1) 
健康
けんこう

相談
そうだん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

や 日常
にちじょう

の 健康
けんこう

管理
か ん り

などについて、保健
ほ け ん

師
し

や

管理
か ん り

栄養士
えいようし

などの専門
せんもん

職員
しょくいん

に

よる指導
し ど う

や助言
じょげん

を行
おこな

います。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（健康
けんこう

増進
ぞうしん

・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

担当
たんとう

） 

4-2-

(1) 
訪問
ほうもん

指導
し ど う

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

保健
ほ け ん

師
し

・ 理学
り が く

療法士
りょうほうし

・ 作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

・管理
か ん り

栄養士
えいようし

・歯科
し か

衛生士
えいせいし

な ど の 保健
ほ け ん

センター
せ ん た ー

の 専門
せんもん

スタッフ
す た っ ふ

による訪問
ほうもん

指導
し ど う

事業
じぎょう

に

取
と

り組
く

みます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（健康
けんこう

増進
ぞうしん

・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

担当
たんとう

） 

4-2-

(1) 
健康
けんこう

教育
きょういく

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

や健康
けんこう

の

保持
ほ じ

・増進
ぞうしん

が図れる
は か れ る

よう、健康
けんこう

に関
かん

する正
ただ

しい知
ち

識
しき

を普及
ふきゅう

する

健康
けんこう

教育
きょういく

事業
じぎょう

に取
と

り組
く

みます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（健康
けんこう

増進
ぞうしん

・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

担当
たんとう

） 

4-2-

(1) 
口腔
こうくう

保健
ほ け ん

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

者
しゃ

・児
じ

の入所
にゅうしょ

・通所
つうしょ

施設
し せ つ

で

歯科
し か

健康診査
けんこうしんさ

や口腔
こうくう

衛生
えいせい

指導
せ い し

が

実施
じ っ し

できるよう環境
かんきょう

整備
せ い び

に努
つと

める等、障害
しょうがい

者
しゃ

・児
じ

の口腔
こうくう

ケア
け あ

や口腔
こうくう

機能
き の う

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（健康
けんこう

増進
ぞうしん

・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

担当
たんとう

） 
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

4-2-

(1) 
難病患
なんびょうかん

者
しゃ

の療養
りょうよう

支援
し え ん

 

指定難病患
していなんびょうかん

者
しゃ

とその家族
か ぞ く

の在宅
ざいたく

療養
りょうよう

支援
し え ん

を 目
もく

的
てき

に 保健
ほ け ん

師
し

や

専門
せんもん

職
しょく

による相談
そうだん

事業
じぎょう

、訪問
ほうもん

指導
し ど う

事業
じぎょう

、医療
いりょう

講演会
こうえんかい

、患
かん

者
しゃ

家族

交流会
こうりゅうかい

等
とう

を実施
じ っ し

します。また、

支援
し え ん

スタッフ
す た っ ふ

の難病
なんびょう

に関
かん

する

知識
ち し き

・理解
り か い

の促進
そくしん

や支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

の

向上
こうじょう

を図
はか

るため、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

に

研修会
けんしゅうかい

を実施
じ っ し

します。 

保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

 

4-2-

(1) 

精神
せいしん

疾患患
しっかんかん

者
しゃ

に 対
たい

す る

相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

精神
せいしん

疾患
しっかん

を有
ゆう

する者
もの

、または疑
うたが

いがある者
もの

またはその家族
か ぞ く

等
など

に

対 し て 、 精神
せいしん

科医
か い

や 臨床
りんしょう

心理士
し ん り し

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

士
し

、保健
ほ け ん

師
し

等
とう

による相談
そうだん

を実施
じ っ し

します。

精神
せいしん

疾患の早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

治療
ちりょう

の推進
すいしん

等
とう

に向
む

けた相談
そうだん

を 行
おこな

い

ます。 

保健
ほ け ん

医療
いりょう

課
か

 

4-2-

(2) 
在宅
ざいたく

医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

枚方市
ひらかたし

内
ない

の三師会
さんしかい

（医師会
い し か い

・歯科
し か

医師会
い し か い

・薬剤師会
やくざいしかい

）や訪問
ほうもん

看護
か ん ご

ステーション
ご す て ー し ょ

と連携
れんけい

し、在宅
ざいたく

医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

みま

す。 

保健
ほ け ん

医療
いりょう

課
か

 

4-2-

(2) 
障害
しょうがい

者
しゃ

歯科
し か

診療
しんりょう

 

枚方市
ひらかたし

歯科
し か

医師会
い し か い

と 連携
れんけい

し

障害
しょうがい

者
しゃ

の歯科
し か

診療
しんりょう

の受診
じゅしん

機会
き か い

をさらに増
ふ

やすなど診療
しんりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

4-2-

(2) 

在宅難病患
ざいたくなんびょうかん

者
しゃ

の 地域
ち い き

医療
いりょう

 

難病
なんびょう

患
かん

者
しゃ

・家族
か ぞ く

が安心
あんしん

して在宅
ざいたく

療養
りょうよう

ができる地域
ち い き

づくりに

取組
と り く

むために、難病
なんびょう

専門医
せんもんい

、か

かりつけ医
い

、地域
ち い き

の医療
いりょう

関係
かんけい

職種
しょくしゅ

等
とう

の連携
れんけい

を強化
きょうか

し、医療
いりょう

ネットワーク
ね っ と わ ー く

を構築
こうちく

します。 

保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

4-2-

(2) 
病院
びょういん

からの地域
ち い き

移行
い こ う

 

枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

に お

いて医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

し、退
たい

院
いん

促
そく

進
しん

に取
と

り組
く

みます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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第
だい

４節
せつ

 自
じ

分
ぶん

らしい生
い

き方
かた

を見
み

つける・選
えら

ぶ 

１．就
しゅう

労
ろう

に向
む

けた支
し

援
えん

 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障害
しょうがい

者
しゃ

が働
はたら

くことを通
つう

じて、生
い

きがいを持
も

ち、自立
じ り つ

した生
せい

活
かつ

を営
いとな

み、社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

でき

るようにするためには、障害
しょうがい

種
しゅ

別
べつ

や個々
こ こ

の特性
とくせい

、ニーズ
に ー ず

に応
おう

じた多
た

様
よう

な働
はたら

き方
かた

が選
せん

択
たく

できる環境
かんきょう

づくりが重要
じゅうよう

です。 

障害
しょうがい

者
しゃ

の就労
しゅうろう

に対
たい

するニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するため、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に向
む

けての障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

所
しょ

、訓練
くんれん

機関
き か ん

の役割
やくわり

が、今後
こ ん ご

、ますます大
おお

きくなってきます。 

本市
ほ ん し

では、ハローワーク
は ろ ー わ ー く

や枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

と連携
れんけい

のもと、

「障害
しょうがい

者
しゃ

合同
ごうどう

就 職
しゅうしょく

面接
めんせつ

会
かい

」、「障害
しょうがい

者
しゃ

庁舎内
ちょうしゃない

実習
じっしゅう

」を実施
じ っ し

して、障害
しょうがい

者
しゃ

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を支援
し え ん

しています。 

本市
ほ ん し

で実施
じ っ し

している「就労
しゅうろう

支援
し え ん

強化
きょうか

事業
じぎょう

」については、市域
し い き

の課題
か だ い

、ニーズ
に ー ず

にあわせ

た事業
じぎょう

展開
てんかい

を行
おこな

ってきました。 

また、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

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

といった就労
しゅうろう

系
けい

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

所
しょ

のスキルアップ
す き る あ っ ぷ

を図
はか

るため、枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

就労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

や

枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

と連携
れんけい

して講習会
こうしゅうかい

等
など

を開催
かいさい

しています。 

本市
ほ ん し

でも、平成
へいせい

29年
ねん

度
ど

から実施
じ っ し

している「チャレンジ
ち ゃ れ ん じ

雇用
こ よ う

」において、知的
ち て き

障害
しょうがい

者
しゃ

や精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

の雇用
こ よ う

を進
すす

めるとともに、令和
れ い わ

２年
ねん

度
ど

に策定
さくてい

した障害
しょうがい

者
しゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

計画
けいかく

に

基
もと

づき、毎
まい

年
ねん

、本市
ほ ん し

の障害
しょうがい

者
しゃ

雇用
こ よ う

率
りつ

の目
もく

標
ひょう

見直
み な お

しに取
と

り組
く

んでいます。 

本市
ほ ん し

域
いき

にある「就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業
じぎょう

所
しょ

」の平均
へいきん

工賃
こうちん

は 13,155円
えん

（令和
れ い わ

元
がん

年
ねん

度
ど

）と

なっており、府内
ふ な い

平均
へいきん

と比較
ひ か く

すると、ほぼ同
どう

程度
て い ど

となっています。 

枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

就労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

では、障害
しょうがい

者
しゃ

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に向
む

けての取
と

り組
く

み

と並行
へいこう

して工賃
こうちん

向上
こうじょう

についても取
と

り組
く

んでおり、「共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

センター
せ ん た ー

」の機能
き の う

につい

て、先進
せんしん

事例
じ れ い

の見学
けんがく

を行
おこな

うなど引
ひ

き続
つづ

き調査
ちょうさ

・研究
けんきゅう

を行
おこな

ってきた結果
け っ か

、複
ふく

数
すう

の事業
じぎょう

所
しょ

が共同
きょうどう

で受
じゅ

注
ちゅう

した作業
さぎょう

を行
おこな

う「ひらかた共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

・優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

ネットワーク
ね っ と わ ー く

」を令和
れ い わ

元
がん

年
ねん

度
ど

に立
た

ち上
あ

げました。 

「国
くに

等
とう

による障害
しょうがい

者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

等
とう

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

」（以下
い か

、

「障害
しょうがい

者
しゃ

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

法
ほう

」という。）が平成
へいせい

25年
ねん

度
ど

から施行
せ こ う

され、障害
しょうがい

者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

の

受注
じゅちゅう

機会
き か い

の増大
ぞうだい

を図
はか

るための措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

める責務
せ き む

が生
しょう

じたことにより、本市
ほ ん し

でも「枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

を図
はか

るための方針
ほうしん

」（以下
い か

、

「優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

」という。）を策定
さくてい

し、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

所
しょ

から物品
ぶっぴん

等
とう

を購入
こうにゅう

し

ていますが、調達
ちょうたつ

実
じっ

績
せき

が伸
の

び悩
なや

んでいるのが現
げん

状
じょう

です。 

また、市民

しみん

、事業
じぎょう

者
しゃ

等
とう

が授産
じゅさん

製品
せいひん

を購入
こうにゅう

する際
さい

に活用
かつよう

してもらえるよう、本市
ほ ん し

域
いき

の
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障害
しょうがい

者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

が製作
せいさく

している物品
ぶっぴん

をまとめた「枚方市
ひらかたし

内
ない

障害
しょうがい

者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

商品
しょうひん

カタログ
か た ろ ぐ

」を令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

に改訂
かいてい

し、発行
はっこう

しています。 

その他、「福祉
ふ く し

バザー
ば ざ ー

」会場
かいじょう

の提供
ていきょう

や、別
べっ

館
かん

北側
きたがわ

スペース
す ぺ ー す

における食品
しょくひん

の販売
はんばい

機会
き か い

の提供
ていきょう

の他
ほか

、総合
そうごう

福祉
ふ く し

会館
かいかん

や市駅
えき

ふれあいコーナー
こ ー な ー

に「授産品
じゅさんひん

販売
はんばい

コーナー
こ ー な ー

」を設
もう

ける

など、工
こう

賃
ちん

水
すい

準
じゅん

の引
ひ

き上
あ

げに取
と

り組
く

んでいます。 

18歳
さい

以上
いじょう

の成人
せいじん

を対象
たいしょう

としたアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、平日
へいじつ

の日中
にっちゅう

を主
おも

にどのように過
す

ごしているかをたずねたところ、全体
ぜんたい

では「自宅
じ た く

で過
す

ごしている」が 40.6％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「会社
かいしゃ

勤
づと

めや、自営業
じえいぎょう

、家業
かぎょう

等
など

で収 入
しゅうにゅう

を得
え

て仕事
し ご と

をしている」が 23.1％、

「福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、通所
つうしょ

事業所
じぎょうしょ

等
とう

に通
かよ

っている(就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
えーがた

を含
ふく

む)」が 20.1％となっ

ています。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみると、身体
しんたい

に障害
しょうがい

のある人
ひと

や精神
せいしん

に障害
しょうがい

のある人
ひと

、難
なん

病
びょう

の

ある人
ひと

では自
じ

宅
たく

で過
す

ごしている人
ひと

が最
もっと

も多
おお

く、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

や発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

では福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、通所
つうしょ

事業所
じぎょうしょ

等
とう

に通
かよ

っている人
ひと

が最
もっと

も多
おお

くなっています（p.##グ
ぐ

ラ
ら

フ
ふ

10

参
さん

照
しょう

）。 

「会
かい

社
しゃ

勤
づと

めや、自
じ

営
えい

業
ぎょう

、家
か

業
ぎょう

等
など

で収
しゅう

入
にゅう

を得
え

て仕
し

事
ごと

をしている」と回答
かいとう

した方
かた

を対象
たいしょう

に、どのような勤務
き ん む

形態
けいたい

で働
はたら

いているかをたずねたところ、全
ぜん

体
たい

では「正
せい

社
しゃ

員
いん

として就
しゅう

労
ろう

している」が 48.2％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「パート
ぱ ー と

・アルバイト
あ る ば い と

等
など

の非常勤
ひじょうきん

職員
しょくいん

、

派遣
は け ん

職員
しょくいん

」が 42.6％、「自営業
じえいぎょう

、家業
かぎょう

等
など

」が 8.7％となっています。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみる

と、身体
しんたい

に障害
しょうがい

のある人
ひと

では正社員
せいしゃいん

として就労
しゅうろう

している人
ひと

が最
もっと

も多
おお

く、他
た

の障
しょう

害
がい

特
とく

性
せい

のある人
ひと

では非
ひ

常
じょう

勤
きん

職
しょく

員
いん

、派
は

遣
けん

職
しょく

員
いん

が最
もっと

も多
おお

くなっています（p.##グラフ
ぐ ら ふ

11

参照
さんしょう

）。 

18歳
さい

以上
いじょう

・18歳
さい

未満
み ま ん

のそれぞれを対象
たいしょう

に、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

としてどのようなこ

とが必要
ひつよう

かをたずねたところ、全体
ぜんたい

では「職場
しょくば

の上司
じょうし

や同僚
どうりょう

に障害
しょうがい

の理解
り か い

があること」

が約
やく

61％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「短時間
たんじかん

勤務
き ん む

や勤務
き ん む

日数
にっすう

等
など

の配慮
はいりょ

」「家族
か ぞ く

の理解
り か い

、協 力
きょうりょく

」

「仕事
し ご と

についての職場外
しょくばがい

での相談
そうだん

対応
たいおう

、支援
し え ん

」がそれぞれ３割
３ わ り

以上
いじょう

となっています。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみると、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「介助者
かいじょしゃ

（ヘルパー
へ る ぱ ー

等
とう

）の利用
り よ う

」「就労後
しゅうろうご

のフォロー
ふ ぉ ろ ー

など職場
しょくば

と支援
し え ん

機関
き か ん

の連携
れんけい

（ジョブコーチなど）」、発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「職場
しょくば

の上司
じょうし

や同僚
どうりょう

に障害
しょうがい

の理解
り か い

があること」が、それぞれ他
た

の障害
しょうがい

種別
しゅべつ

に比
くら

べてとくに多
おお

い傾
けい

向
こう

にあります。また、18歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

では「通勤
つうきん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

」「職場
しょくば

の上司
じょうし

や同僚
どうりょう

に障害
しょうがい

の理解
り か い

があること」「職場
しょくば

の職員
しょくいん

による介助
かいじょ

や援助
えんじょ

等
とう

が受
う

けられること」「就労後
しゅうろうご

の

フォロー
ふ ぉ ろ ー

など職場
しょくば

と支援
し え ん

機関
き か ん

の連携
れんけい

（ジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

など）」「企
き

業
ぎょう

ニ
に

ー
ー

ズ
ず

に合
あ

った就労
しゅうろう

訓練
くんれん

（能力
のうりょく

向上
こうじょう

のための取組
と り く

み）」「仕事
し ご と

についての職場外
しょくばがい

での相談
そうだん

対応
たいおう

、支援
し え ん

」「家族
か ぞ く

の理解
り か い

、協 力
きょうりょく

」の割合
わりあい

が、成人
せいじん

に比
くら

べて多
おお

く挙
あ

げられています（ｐ.##グ
ぐ

ラ
ら

フ
ふ

12参
さん

照
しょう

）。 

このような調査
ちょうさ

結果
け っ か

から、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

、とりわけ正規
せ い き

雇用
こ よ う

に向
む

けた取
と

り組
く

みが依
い

然
ぜん

とし

て課題
か だ い

であることがうかがえます。また、就労
しゅうろう

支援
し え ん

に必要
ひつよう

なこととして、職場
しょくば

の理解
り か い

を

挙
あ

げる人
ひと

が突
とっ

出
しゅつ

して多
おお

いため、障
しょう

害
がい

についての正
ただ

しい理解
り か い

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を一層
いっそう

推進
すいしん

す

るとともに、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

や、今後
こ ん ご

就労
しゅうろう

していく 18歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

などから、
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職場外
しょくばがい

での相談
そうだん

や、就労後
しゅうろうご

のフォロー
ふ ぉ ろ ー

を求
もと

められていることに対
たい

応
おう

する必
ひつ

要
よう

があります。 

【グラフ
ぐ ら ふ

10：平
へい

日日
じつにっ

中
ちゅう

の過
す

ごし方
かた

（令和
れ い わ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ
ぐ ら ふ

11：勤務
き ん む

形態
けいたい

（令和
れ い わ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.3 

16.6 

19.9 

26.6 

23.5 

47.6 

19.1 

46.1 

20.8 

44.7 

11.0 

49.8 

16.8 

42.2 

24.7 

3.6 

1.3 

3.1 

0.6 

2.4 

6.3 

6.0 

7.8 

3.9 

3.5 

0.4 

1.3 

0.4 

2.6 

0.0 

5.5 

5.5 

5.1 

2.6 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(N=473)

知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256)

発達障害(N=154)

難病患者(N=85)

会社勤めや、自営業、家業等で収入を得て仕事をしている

自宅で過ごしている

福祉施設、通所事業所等に通っている(就労継続支援Ａ型を含む)

病院などのデイケア、リハビリテーションを受けている

入所している施設や病院等で過ごしている

大学、専門学校、職業訓練校等に通っている

その他

無回答

歳
以
上

18

57.4 

28.2 

39.2 

31.7 

45.0 

33.0 

69.2 

47.1 

58.5 

50.0 

9.6 

0.0 

13.7 

7.3 

5.0 

0.0 

2.6 

0.0 

2.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(N=115)

知的障害者(N=39)

精神障害者(N=51)

発達障害(N=41)

難病患者(N=20)

正社員として就労している

パート・アルバイト等の非常勤職員、派遣職員

自営業、家業等

その他

歳
以
上

18
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【グラフ
ぐ ら ふ

12：障 害
しょうがい

者
しゃ

の就 労
しゅうろう

支援
しえん

として必要
ひつよう

なこと（複
ふく

数
すう

回答
かいとう

）（令和
れいわ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.7 

25.8 

30.9 

22.2 

15.2 

51.6 

19.2 

16.3 

16.3 

22.0 

26.0 

4.4 

31.5 

16.2 

31.5 

12.3 

34.0 

59.6 

33.6 

41.7 

24.3 

34.9 

27.2 

4.7 

18.0 

11.3 

43.0 

24.2 

14.1 

62.1 

20.3 

29.3 

19.1 

34.8 

35.5 

3.1 

27.9 

9.1 

38.3 

20.8 

27.3 

71.4 

35.7 

50.6 

29.9 

43.5 

33.8 

5.2 

35.3 

24.7 

38.8 

29.4 

16.5 

57.6 

27.1 

27.1 

21.2 

24.7 

28.2 

10.6 

42.2 

17.2 

44.8 

19.8 

20.7 

87.1 

44.8 

57.8 

42.2 

62.1 

50.0 

1.7 

0 20 40 60 80 100

通勤手段の確保

勤務場所における

バリアフリー等の配慮

短時間勤務や勤務日数等の配慮

在宅勤務の拡充

介助者（ヘルパー等）の利用

職場の上司や同僚に

障害の理解があること

職場の職員による

介助や援助等が受けられること

就労後のフォローなど職場と支援

機関の連携（ジョブコーチなど）

企業ニーズに合った就労訓練

（能力向上のための取組み）

仕事についての

職場外での相談対応、支援

家族の理解、協力

その他

身体障害者(N=473) 知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256) 発達障害(N=154)

難病患者(N=85) 18歳未満(N=116)

(％)
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■施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

ハローワーク
は ろ ー わ ー く

枚方
ひらかた

、枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

や市内
し な い

の 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

者
しゃ

等
とう

と連携
れんけい

して、「庁舎内
ちょうしゃない

実習
じっしゅう

」をはじめ、一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

における職場
しょくば

実習
じっしゅう

等
とう

の機会
き か い

を拡大
かくだい

するとともに、「障害
しょうがい

者
しゃ

合同
ごうどう

就 職
しゅうしょく

面接
めんせつ

会
かい

」を実施
じ っ し

して、障害
しょうがい

者
しゃ

の雇用
こ よ う

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

に取
と

り組
く

みます。 

また、枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を軸
じく

として、就労
しゅうろう

相談
そうだん

や職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

等
とう

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に向
む

けた相
そう

談
だん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

むとともに、障害
しょうがい

者
しゃ

の雇用
こ よ う

につ

いて、一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

や就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

等
とう

の日
にっ

中
ちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

では、就労
しゅうろう

に向
む

けた計画
けいかく

的
てき

な訓練
くんれん

や指導
し ど う

、企業
きぎょう

における実習
じっしゅう

等
とう

を実施
じ っ し

し、利用
り よ う

者
しゃ

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じた就労
しゅうろう

支援
し え ん

を推進
すいしん

します。 

「ひらかた共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

・優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

ネットワーク
ね っ と わ ー く

」については、参加
さ ん か

事業
じぎょう

所
しょ

の更
さら

なる拡大
かくだい

と機
き

能
のう

強
きょう

化
か

に取
と

り組
く

んでいきます。 

「障害
しょうがい

者
しゃ

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

法
ほう

」に基
もと

づき、障害
しょうがい

者
しゃ

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

を促進
そくしん

し

ます。 

また、市民
し み ん

、民間
みんかん

事業
じぎょう

者
しゃ

に対
たい

しても、障害
しょうがい

者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調
ちょう

達
たつ

及
およ

び販
はん

売
ばい

促
そく

進
しん

が図
はか

れるよう働
はたら

きかけるとともに、市
し

の施設
し せ つ

を活用
かつよう

して、授産
じゅさん

品
ひん

の販売
はんばい

機会
き か い

、

就労
しゅうろう

の場
ば

を設
もう

けるなど、販路
は ん ろ

開拓
かいたく

、販売
はんばい

拡大
かくだい

をとおした工賃
こうちん

水準
すいじゅん

の引
ひ

き上
あ

げのための

支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

 

 

（１）就
しゅう

労
ろう

に向
む

けた支
し

援
えん

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

5-1-

(1) 

障害
しょうがい

者
しゃ

合同
ごうどう

就 職
しゅうしょく

面接
めんせつ

会
かい

 

ハローワーク
は ろ ー わ ー く

枚方
ひらかた

や 枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・ 生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と連携
れんけい

して、求
きゅう

人
じん

に向
む

けた企
き

業
ぎょう

開
かい

拓
たく

に取
と

り組
く

むとと

もに「 障害
しょうがい

者
しゃ

合同
ごうどう

就 職
しゅうしょく

面接
めんせつ

会
かい

」を開催
かいさい

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

5-1-

(1) 
一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への啓発
けいはつ

 

ハローワーク
は ろ ー わ ー く

枚方
ひらかた

や 枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・ 生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と連携
れんけい

して、障害
しょうがい

者
しゃ

の

雇用
こ よ う

について、一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

5-1-

(1) 
職場
しょくば

体験
たいけん

機会
き か い

の提供
ていきょう

 

本市
ほ ん し

での「庁舎内
ちょうしゃない

実習
じっしゅう

」のほ

か、一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

における職場
しょくば

実習
じっしゅう

を実施
じ っ し

して、障害
しょうがい

のある

方
かた

の 職 業
しょくぎょう

体験
たいけん

機会
き か い

の提供
ていきょう

に

取
と

り組
く

みます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

5-1-

(1) 

チャレンジ
ち ゃ れ ん じ

雇用
こ よ う

 

障害
しょうがい

のある方
かた

への就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

平成
へいせい

29年
ねん

度
ど

から実施
じ っ し

している、

障害
しょうがい

のある方
かた

を一定
いってい

期間
き か ん

本市
ほ ん し

職員
しょくいん

と し て 直接
ちょくせつ

雇用
こ よ う

す る

「チャレンジ
ち ゃ れ ん じ

雇用
こ よ う

」制
せい

度
ど

を、継続
けいぞく

して実施
じ っ し

していきます。 

人
にん

事課
じ か

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

5-1-

(1) 
市
し

職員
しょくいん

への雇用
こ よ う

 

本市
ほ ん し

が 策定
さくてい

し た 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

に 基づき
も と づ き

目標
もくひょう

に

掲げる
か か げ る

障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

の実現
じつげん

に

向けて
む け て

、職員
しょくいん

採用
さいよう

試験
し け ん

において

障害者枠
しょうがいしゃわく

を設
もう

けるとともに、

非常勤
ひじょうきん

職員
しょくいん

等
とう

の採用
さいよう

について

も同
どう

様
よう

に取
と

り組
く

んでいきます。 

人事課
じ ん じ か

 

5-2-

(1) 
日
にっ

中
ちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

 

利用
り よ う

者
しゃ

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じたサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

の確保
か く ほ

に努
つと

めるとともに、

既存
き そ ん

事業
じぎょう

所
しょ

の施設
し せ つ

整備
せ い び

や定員増
ていいんぞう

のほか、新
あら

たな日
にっ

中
ちゅう

活
かつ

動
どう

の場
ば

の

確保
か く ほ

とこれを担
にな

う人
にん

材
ざい

の育成
いくせい

等
とう

事業
じぎょう

者
しゃ

の支援
し え ん

施策
し さ く

を講
こう

じます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

 

 

（２）就
しゅう

労
ろう

に関
かん

する相
そう

談
だん

支
し

援
えん

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

5-1-

(2) 

就労
しゅうろう

相談
そうだん

及
およ

び職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

が 軸
じく

と な っ て 、

ハローワーク
は ろ ー わ ー く

等 の 関係
かんけい

機関
き か ん

や

企業
きぎょう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を進
すす

めなが

ら、就 業
しゅうぎょう

、社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

支援
し え ん

や職場
しょくば

定着
ていちゃく

のための支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

5-1-

(2) 
地域
ち い き

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

就労
しゅうろう

意欲
い よ く

がありながら、障害
しょうがい

等
とう

のために就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な方
かた

を

対象
たいしょう

として就労
しゅうろう

相談
そうだん

のほか、

各種
かくしゅ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

セミナー
せ み な ー

を 実施
じ っ し

し、就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

商工
しょうこう

振興課
しんこうか

 

 

（３）工賃
こうちん

向上
こうじょう

に向
む

けた支
し

援
えん

 

前回 施策名 取り組み 所管課 

5-2-

(2) 

就労
しゅうろう

相談
そうだん

及
およ

び職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

枚方市
ひらかたし

障害
しょうがい

者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

が 軸
じく

と な っ て 、

ハローワーク
は ろ ー わ ー く

等
とう

の 関係
かんけい

機関
き か ん

や

企業
きぎょう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を進
すす

めなが

ら、就 業
しゅうぎょう

、社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

支援
し え ん

や職場
しょくば

定着
ていちゃく

のための支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

5-2-

(2) 
地域
ち い き

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

就労
しゅうろう

意欲
い よ く

がありながら、障害
しょうがい

等
とう

のために就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な方
かた

を

対象
たいしょう

として就労
しゅうろう

相談のほか、

各種
かくしゅ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

セミナー
せ み な ー

を 実施
じ っ し

し、就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

商工
しょうこう

振興課
しんこうか
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２．社会
しゃかい

参加
さ ん か

と多様
た よ う

な学習
がくしゅう

への支援
し え ん

 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障害
しょうがい

者
しゃ

の多様
た よ う

な生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

活動
かつどう

や余暇
よ か

活動
かつどう

への参加
さ ん か

は、生活
せいかつ

の質
しつ

（ＱＯＬ）の向上
こうじょう

や自己
じ こ

実現
じつげん

につながります。また、障害
しょうがい

者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

が進
すす

むことにより、市民
し み ん

が障害
しょうがい

者
しゃ

や障害
しょうがい

に対
たい

して理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めることにもつながることとなります。 

本市
ほ ん し

では市営
し え い

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

・駐 輪 場
ちゅうりんじょう

や総合
そうごう

福祉
ふ く し

会館
かいかん

など市
し

施設
し せ つ

の利用
り よ う

料
りょう

を割
わり

引
び

くほか、

「手話
し ゅ わ

でたのしむおはなし会
かい

」や「障害
しょうがい

者
しゃ

ふれあいスポーツ
す ぽ ー つ

day」等
とう

、障害
しょうがい

者
しゃ

を対象
たいしょう

とした文化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

イベント
い べ ん と

を開催
かいさい

する等
とう

、障害
しょうがい

者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の

支援
し え ん

に取
と

り組
く

んでいるところです。今後
こ ん ご

は、これらの取
と

り組
く

みを継続
けいぞく

するとともに、障害
しょうがい

者
しゃ

が主体的
しゅたいてき

に学習
がくしゅう

活動
かつどう

を行
おこな

える場
ば

と機会
き か い

を確保
か く ほ

する等
とう

、「いつでも気軽
き が る

に立
た

ち寄
よ

り、

仲間
な か ま

たちと過
す

ごすことのできる場所
ば し ょ

」の確保
か く ほ

が課題
か だ い

となっています。 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、地域
ち い き

で生活
せいかつ

するためにどのような支援
し え ん

があればよいかをたずね

たところ、全体
ぜんたい

では「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

」が約
やく

52％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「相談
そうだん

対応
たいおう

等
など

の充実
じゅうじつ

」「必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

が適切
てきせつ

に利用
り よ う

できること」がそれぞれ３割
わり

以上
いじょう

となっ

ています。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみると、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「相談
そうだん

対応
たいおう

等
など

の充実
じゅうじつ

」「地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
など

の理解
り か い

」「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

についての支援
し え ん

」、発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「自立
じ り つ

生活
せいかつ

（一
ひと

人
り

暮
ぐ

らし、結婚
けっこん

生活
せいかつ

等
など

）が体験
たいけん

できる場
ば

の確保
か く ほ

」「相談
そうだん

対応
たいおう

等
など

の充実
じゅうじつ

」「地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
など

の

理解
り か い

」「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

についての支援
し え ん

」、難病
なんびょう

のある人
ひと

では「在宅
ざいたく

で医療
いりょう

ケア
け あ

など

が適切
てきせつ

に受
う

けられること」「必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

が適切
てきせつ

に利用
り よ う

できること」が、それぞれ

他
た

の障
しょう

害
がい

種
しゅ

別
べつ

に比
くら

べてとくに多
おお

い傾
けい

向
こう

にあります。また、18歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

では「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）に適
てき

した住
じゅう

居
きょ

の確保
か く ほ

」「自立
じ り つ

生活
せいかつ

（一人暮
ひ と り ぐ

らし、結婚
けっこん

生活
せいかつ

等
など

）が体験
たいけん

できる場
ば

の

確保
か く ほ

」「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

」「地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
など

の理解
り か い

」「コ
こ

ミ
み

ュ
ゅ

ニ
に

ケ
け

-
－

シ
し

ョ
ょ

ン
ん

についての支
し

援
えん

」

の割
わり

合
あい

がとくに多
おお

くなっているとともに、「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

などの障害児
しょうがいじ

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

」を 47.4%が挙
あ

げています（ｐ.## グラフ
ぐ ら ふ

13参照
さんしょう

）。知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

や、

発
はっ

達
たつ

障
しょう

害
がい

のある人
ひと

、18歳
さい

未
み

満
まん

の若
わか

い世
せ

代
だい

などが、地
ち

域
いき

で生
せい

活
かつ

するためには地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
など

の理解
り か い

をとくに必要
ひつよう

としている状 況
じょうきょう

がうかがえるため、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

により市民
し み ん

の障害
しょうがい

への理解
り か い

と関心
かんしん

を深
ふか

め、理
り

解
かい

が高
たか

まることで市
し

民
みん

とふれあう機
き

会
かい

により参
さん

加
か

しや

すくなる、といった支援
えん

の工夫
く ふ う

が求
もと

められます。 
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【グラフ
ぐ ら ふ

13：地域
ちいき

で生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

な支援
しえん

（複
ふく

数
すう

回答
かいとう

）（令和
れいわ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 
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46.0 

47.2 

37.4 

41.7 
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18.8 

23.8 

25.4 

23.8 

59.0 

40.6 

24.2 

24.2 

5.1 

22.1 

30.5 

33.1 

34.4 

59.7 

51.9 

37.0 

40.9 

1.3 

44.7 

28.2 

45.9 

15.3 

64.7 

40.0 

27.1 

22.4 

4.7 

9.5 

39.7 

24.1 

46.6 

66.4 

42.2 

44.0 

52.6 

24.1 

25.0 

47.4 

3.4 

0 20 40 60 80 100

在宅で医療ケアなどが

適切に受けられること

障害者に適した住居の確保

必要な在宅サービスが

適切に利用できること

自立生活（一人暮らし、結婚生活

等）が体験できる場の確保

経済的な負担の軽減

相談対応等の充実

地域住民等の理解

コミュニケ-ション

についての支援

保育所や幼稚園、認定こども園の

障害児受け入れの充実

留守家庭児童会室の

障害児受け入れの充実

放課後等デイサービスなどの

障害児サービスの充実

その他

身体障害者(N=473) 知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256) 発達障害(N=154)

難病患者(N=85) 18歳未満(N=116)

(％)
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■施策の基本的な方向 

障害
しょうがい

者
しゃ

の学習
がくしゅう

の場
ば

を提
てい

供
きょう

するとともに、文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

イベント
い べ ん と

、スポーツ
す ぽ ー つ

・

レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

への参加
さ ん か

機会
き か い

を確保
か く ほ

し、地域
ち い き

の人
ひと

々
びと

との交流
こうりゅう

、相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

り

ます。 

 

 

 

 

 

（１）生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の推進
すいしん

 

施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 施策名
せ さ くめ い

 

5-3-

(1) 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

・自立
じ り つ

を助
たす

ける

学習
がくしゅう

活動
かつどう

 

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

事業
じぎょう

など、様々
さまざま

な

場面
ば め ん

で 学習
がくしゅう

機会
き か い

を提
てい

供
きょう

する

とともに、障害
しょうがい

者
しゃ

の主体的
しゅたいてき

な

学習
がくしゅう

を支援
し え ん

します。 

文化
ぶ ん か

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

教育
きょういく

政策課
せいさくか

 

 

（２）文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

への支援
し え ん

 

施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 施策名
せ さ くめ い

 

5-3-

(2) 
文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の支援
し え ん

 

障害
しょうがい

者
しゃ

の生
い

きがいづくりと、

様
さまざま

々な世
せ

代
だい

にわたって交
こう

流
りゅう

を深
ふか

めていけるよう、各種
かくしゅ

の

文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

文化
ぶ ん か

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

5-3-

(2) 
図書館
としょかん

サービス
さ ー び す

 

大
だい

活
かつ

字
じ

図
と

書
しょ

、点
てん

字
じ

・録
ろく

音
おん

資
し

料
りょう

、手
しゅ

話
わ

・字
じ

幕
まく

付
つ

き映
えい

像
ぞう

資
し

料
りょう

を充実
じゅうじつ

し、対面
たいめん

読書
どくしょ

サービス
さ ー び す

や手話
し ゅ わ

で楽
たの

しむおは

なし会
かい

等
とう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

行事
ぎょうじ

を

実施
じ っ し

やＩＣＴ機器
き き

を活用
かつよう

した

サービス
さ ー び す

の検討
けんとう

等
とう

を行
おこな

いま

す。 

中央
ちゅうおう

図書館
としょかん
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（３）スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

への支援
し え ん

 

施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 施策名
せ さ くめ い

 

5-3-

(3) 

スポーツ
す ぽ ー つ

・

レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

風船
ふうせん

バレー
ば れ ー

や 卓球
たっきゅう

等
とう

の

スポーツ
す ぽ ー つ

事業
じぎょう

を定期的
ていきてき

に実施
じ っ し

し、障害
しょうがい

者
しゃ

にスポーツ
す ぽ ー つ

を楽
たの

し

む機会
き か い

を提
てい

供
きょう

するとともに、

卓球
たっきゅう

、 ボッチャ
ぼ っ ち ゃ

、

フライングディスク
ふ ら い ん ぐ で ぃ す く

等
とう

、利用
り よ う

者
しゃ

ニーズ
に ー ず

の高
たか

い種
しゅ

目
もく

を選
えら

ん

で 、 スポーツ
す ぽ ー つ

・

レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

教室
きょうしつ

を

開催
かいさい

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

スポーツ
す ぽ ー つ

振興課
しんこうか

 

5-3-

(3) 

障害
しょうがい

者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

へ

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

市立
し り つ

総合
そうごう

スポーツセンター
す ぽ ー つ せ ん た ー

等
とう

で の 、 障害者
しょうがいしゃ

の スポーツ
す ぽ ー つ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

や、 障害者
しょうがいしゃ

の

レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

等
とう

の

支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

スポーツ
す ぽ ー つ

振興課
しんこうか
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３．新しい
あたらしい

生活
せいかつ

様式
ようしき

の実践
じっせん

 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

やタブレット
た ぶ れ っ と

によるインターネット
い ん た ー ね っ と

などの利用
り よ う

が進
すす

み、社会
しゃかい

参加
さ ん か

や

生活
せいかつ

スタイル
す た い る

など日常
にちじょう

生活
せいかつ

においても多様
た よ う

な変化
へ ん か

が生
しょう

じてきています。またコロナ
こ ろ な

禍
か

の折
おり

、国
くに

の補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

として「テレワーク
て れ わ ー く

等
とう

の導入
どうにゅう

」により、就労
しゅうろう

系
けい

事業
じぎょう

所における在宅
ざいたく

就労
しゅうろう

並
なら

びに発達
はったつ

障害
しょうがい

児
じ

・者
しゃ

への在宅
ざいたく

等
とう

での多様
た よ う

な支援
し え ん

を推進
すいしん

するなど、新
あたら

しい生活
せいかつ

様式
ようしき

への対応
たいおう

も行
おこな

われています。 

たとえば、先進
せんしん

技術
ぎじゅつ

によるツール
つ ー る

を利用
り よ う

することで、リモート
り も ー と

での会議
か い ぎ

やイベント
い べ ん と

の

参加
さ ん か

も可能
か の う

となる中
なか

、外出
がいしゅつ

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

においても、今後
こ ん ご

はリモート
り も ー と

での社会
しゃかい

参加
さ ん か

が

可能
か の う

となることも期待
き た い

できます。 

市
し

役所
やくしょ

窓口
まどぐち

においては、タブレット
た ぶ れ っ と

端
たん

末
まつ

を用
もち

いた手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の対応
たいおう

を障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

、

市民
し み ん

室
しつ

、国民
こくみん

健康
けんこう

保険室
ほけんしつ

の窓口
まどぐち

から開始
か い し

し、令和
れ い わ

２年
ねん

９月
がつ

からは３支所
し し ょ

の窓口
まどぐち

にも拡充
かくじゅう

したところです。 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、「新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

など、感染症
かんせんしょう

流行
りゅうこう

時
じ

、命
いのち

にかかわる不安
ふ あ ん

を感
かん

じたことはありましたか」との問
と

いに対
たい

して、全体
ぜんたい

では約
やく

47％の方
かた

が不安
ふ あ ん

を感
かん

じた

（「とても感
かん

じた」と「やや感
かん

じた」の合計
ごうけい

）と回答
かいとう

しています。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみると、

難病
なんびょう

のある人
ひと

（55.3％）や 18歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

（53.2％）で、不安
ふ あ ん

を感
かん

じた 割
わりあい

合が多
おお

くなっています（ｐ.## グ
ぐ

ラ
ら

フ
ふ

14参
さん

照
しょう

）。不
ふ

安
あん

を感
かん

じたと回答
かいとう

した人
ひと

を対象
たいしょう

に、

具体的
ぐたいてき

にどのようなことに不安
ふ あ ん

を感
かん

じたかをたずねたところ、「外
がい

出
しゅつ

ができなかった」

が約
やく

54％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「介助者
かいじょしゃ

（家族
か ぞ く

やヘルパー
へ る ぱ ー

）との感染
かんせん

対策
たいさく

」が約
やく

30％、

「感染
かんせん

に関
かん

することへの理
り

解
かい

が難
むずか

しい、わからない」が約
やく

28％となっています。「介助者
かいじょしゃ

（家族
か ぞ く

やヘルパー
へ る ぱ ー

）との感染
かんせん

対策
たいさく

」は知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

と難病
なんびょう

のある人
ひと

で、「感染
かんせん

に関
かん

することへの理
り

解
かい

が難
むずか

しい、わからない」は知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

のある人
ひと

と発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

で、

それぞれ他
た

の障害
しょうがい

種別
しゅべつ

に比
くら

べてとくに多
おお

くなっています。また、児童
じ ど う

では「外出
がいしゅつ

がで

きなかった」「いつも行
い

っているところ（会社
かいしゃ

や通所
つうしょ

事業所
じぎょうしょ

など）に行
い

くことができなか

った」の割合
わりあい

がとくに多
おお

くなっています（ｐ.## グラフ
ぐ ら ふ

15参照
さんしょう

）。感染症
かんせんしょう

の流行
りゅうこう

に

より外出
がいしゅつ

ができないことへの不安
ふ あ ん

が大
おお

きく、外
がい

出
しゅつ

せずとも社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

できる仕
し

組
く

みづく

りが求
もと

められています。また、障害
しょうがい

の特性
とくせい

によっては、介助者
かいじょしゃ

などとの接触
せっしょく

を制限
せいげん

さ

れることや、感染症
かんせんしょう

の理解
り か い

が難
むずか

しいことへの不
ふ

安
あん

も多
おお

く挙
あ

げられており、先進
せんしん

技術
ぎじゅつ

を

活用
かつよう

して、感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

などの情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

を容易
よ う い

にすることや、介助者
かいじょしゃ

の負担
ふ た ん

とな

る申請
しんせい

手続
てつづき

などを軽減
けいげん

することが課題
か だ い

となります。 
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【グラフ
ぐ ら ふ

14：感染症
かんせんしょう

流行
りゅうこう

時
じ

に命
いのち

にかかわる不安
ふ あ ん

を感
かん

じたこと（令和
れいわ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.0 

18.7 

16.0 

16.2 

23.5 

16.4 

29.0 

29.4 

23.0 

27.3 

31.8 

38.8 

30.2 

29.4 

37.1 

35.1 

25.9 

33.6 

12.5 

10.6 

15.2 

14.3 

12.9 

8.6 

9.3 

11.9 

8.6 

7.1 

5.9 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(N=473)

知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256)

発達障害(N=154)

難病患者(N=85)

18歳未満(N=116)

とても感じた やや感じた

あまり感じなかった 全く感じなかった

無回答

歳
以
上

18
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【グラフ
ぐ ら ふ

15
１５

：
１

感 染 症
かんせんしょう

流 行
りゅうこう

時
じ

の不安
ふあん

（複
ふく

数
すう

回答
かいとう

）（令和
れいわ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.4 

50.7 

10.6 

11.0 

25.1 

12.3 

19.8 

15.9 

40.7 

53.1 

23.9 

23.0 

15.0 

3.5 

46.9 

7.1 

22.0 

49.0 

8.0 

15.0 

17.0 

10.0 

24.0 

23.0 

35.8 

58.2 

20.9 

26.9 

19.4 

4.5 

41.8 

13.4 

42.6 

34.0 

12.8 

12.8 

21.3 

4.3 

17.0 

25.5 

23.4 

64.1 

10.9 

62.5 

25.0 

0.0 

31.3 

14.1 

0 20 40 60 80 100

介助者（家族やヘルパー）との

感染対策

外出ができなかった

いつも利用しているサービス

（ホームヘルプやガイドヘルパー

など）が利用できなかった

いつも行っているところ

（会社や通所事業所など）

に行くことができなかった

通院ができなかった

情報が入手できない

感染に関することへの理解が

難しい、わからない

その他

身体障害者(N=227) 知的障害者(N=113)

精神障害者(N=100) 発達障害(N=67)

難病患者(N=47) 18歳未満(N=64)

(％)
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■施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

令和
れ い わ

２年
ねん

度
ど

より、緊急
きんきゅう

時
じ

の手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

派遣
は け ん

においても病院
びょういん

の協 力
きょうりょく

のもとタブレット
た ぶ れ っ と

端
たん

末
まつ

を用
もち

いた遠
えん

隔
かく

手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

の対応
たいおう

をしており、今後
こ ん ご

は、日常
にちじょう

の手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

派遣
は け ん

についても

対応
たいおう

できるよう体制
たいせい

の整備
せ い び

に取
と

り組
く

みます。 

市
し

役所
やくしょ

の行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

における電子
で ん し

申請
しんせい

についても整備
せ い び

を進
すす

めているところであり、

対応
たいおう

可能
か の う

な業務
ぎょうむ

から順次
じゅんじ

対応
たいおう

していきます。 

ＩＣＴなど先進
せんしん

技術
ぎじゅつ

ツール
つ ー る

を利用
り よ う

することで、障害
しょうがい

児
じ

・者
しゃ

のＱＯＬの向上
こうじょう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

など新
あたら

しい生活
せいかつ

様式
ようしき

の実践
じっせん

が期待
き た い

できるとともに、介護
か い ご

者
しゃ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

も図
はか

られるなか、

適宜
て き ぎ

必要
ひつよう

な対応
たいおう

に努
つと

めます。 

 

（１）多様
た よ う

な変化
へ ん か

に対応
たいおう

した社会
しゃかい

参加
さ ん か

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

新規
し ん き

 

遠隔
えんかく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

対応
たいおう

（ タブレット
た ぶ れ っ と

端
たん

末
まつ

を

利用
り よ う

） 

遠隔
えんかく

によるタブレット
た ぶ れ っ と

端
たん

末
まつ

を

利用
り よ う

した手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

を、令和
れ い わ

２年
ねん

度
ど

は３支所
し し ょ

の窓口
まどぐち

で実施
じ っ し

。また

緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

においても実施
じ っ し

。

今後
こ ん ご

は、個
こ

人
じん

派遣
は け ん

についても

対応
たいおう

できるよう整備
せ い び

を行
おこな

う 

ＩＣＴ戦略課
せんりゃくか

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

各窓口
かくまどぐち

担当課
たんとうか

 

 

（２）先進
せんしん

技術
ぎじゅつ

による支援
し え ん

ツール
つ ー る

の活用
かつよう

 

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

新規
し ん き

 
行
ぎょう

政
せい

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の 電
でん

子
し

申
しん

請
せい

に向
む

けた取
と

り組
く

み 

電子
で ん し

申請
しんせい

により、市民
し み ん

の利便性
りべんせい

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、対応
たいおう

可能
か の う

な

業務
ぎょうむ

から順次
じゅんじ

対応
たいおう

していきま

す。 

ＩＣＴ戦略課
せんりゃくか

 

各課
か く か
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第
だい

５節
せつ

 身
み

近
ぢか

な相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

の充
じゅう

実
じつ

ときめ細
こま

や
や

か
か

な情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

 

１．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

 

■現状と課題 

障害
しょうがい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法では、障害
しょうがい

者
しゃ

が自
みずか

ら選
せん

択
たく

した場
ば

所
しょ

に居
きょ

住
じゅう

し、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行
おこな

うとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、支援
し え ん

にあたることが市町村
しちょうそん

の役割
やくわり

とされています。 

本
ほん

市
し

では、市
し

内
ない

６か所
しょ

の相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

において、障害
しょうがい

者
しゃ

の相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

ってい

ます。このうち3か所
しょ

の相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

については基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と位置付
い ち づ

け、

総合
そうごう

的、専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

に加
くわ

え、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

や、地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

の促進
そくしん

、障害
しょうがい

児
じ

に対する療育
りょういく

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

についても取
と

り組
く

んでいます。 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、地域
ち い き

で生活
せいかつ

をするために必要
ひつよう

な支援
し え ん

として、18歳
さい

以上
いじょう

の

36.0％、18歳
さい

未満
み ま ん

の 42.2％の方
かた

が「相談
そうだん

対応
たいおう

等
とう

の充実
じゅうじつ

」と回答
かいとう

されています。（p.## 

グラフ
ぐ ら ふ

13参照
さんしょう

） 

一方
いっぽう

で、18歳
さい

以上
いじょう

の約
やく

６割
わり

、18歳
さい

未満
み ま ん

の約
やく

７割
わり

の方
かた

が相談
そうだん

支援
し え ん

を利用
り よ う

していないと

回答されており、利用
り よ う

しない理由
り ゆ う

としては、「どんなサービス
さ ー び す

か知
し

らない」（18 歳以上
いじょう

24.7％、18歳
さい

未満
み ま ん

33.7％）、「どんな内容
ないよう

を相談
そうだん

すればいいのかわからない」（18歳
さい

以上
いじょう

26.0％、18歳
さい

未満
み ま ん

31.7％）、といった項目
こうもく

への回答
かいとう

が見
み

られます（p.## グラフ
ぐ ら ふ

６・

７参照
さんしょう

）。 

また、相談
そうだん

相手
あ い て

をたずねたところ、全体
ぜんたい

では「家族
か ぞ く

や親
しん

せき」が約
やく

74％で最
もっと

も多
おお

く、

次
つ

いで「友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

」が約
やく

28％、「かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

」が約
やく

26％となっていま

す。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみても、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や施設
し せ つ

の指導員
しどういん

など」

（26.4％）、18歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

では「通園
つうえん

施設
し せ つ

や保育所
ほいくじょ

、幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

の先生
せんせい

」（46.6％）

がそれぞれ多
おお

いといった特
とく

徴
ちょう

はありますが、全
ぜん

体
たい

の傾
けい

向
こう

は共
きょう

通
つう

しています。「障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

の民間
みんかん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」「行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」に相談
そうだん

する人
ひと

は、いず

れの障
しょう

害
がい

種
しゅ

別
べつ

でも１割
わり

未
み

満
まん

となっています（p.## グ
ぐ

ラ
ら

フ
ふ

16参
さん

照
しょう

）。 

このような調査
ちょうさ

結果
け っ か

から、相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

及
およ

び基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の周知
しゅうち

を一層
いっそう

進
すす

めるとともに、身
み

近
ぢか

な地
ち

域
いき

において、気
き

軽
がる

に立
た

ち寄
よ

れ、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の再構築
さいこうちく

をする

必要
ひつよう

があります。 

また、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を過
す

ごすためには、様々
さまざま

な福祉
ふ く し

の制度
せ い ど

やサービス
さ ー び す

の情報
じょうほう

を得る
え る

ことが重要
じゅうよう

です。アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、情
じょう

報
ほう

の入
にゅう

手
しゅ

手
しゅ

段
だん

と

して最
もっと

も多
おお

いものは、「家
か

族
ぞく

や親
しん

せき、友
ゆう

人
じん

･
・

知
ち

人
じん

」で、次
つぎ

に「イ
い

ン
ん

タ
た

ー
ー

ネ
ね

ッ
っ

ト
と

」となっ

ており、「インターネット
い ん た ー ね っ と

」が重要
じゅうよう

な情報源
じょうほうげん

の入手
にゅうしゅ

手段
しゅだん

となっています。 
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【グ
ぐ

ラ
ら

フ
ふ

16：悩
なや

みや困
こま

ったことを相
そう

談
だん

する相
あい

手
て

（複
ふく

数
すう

回答
かいとう

）（令和
れいわ

２年
ねん

度
ど

障 害
しょうがい

者
しゃ

アンケート
あ ん け ー と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74.0 

31.9 

4.7 

8.9 

6.6 

8.5 

1.9 

22.6 

6.3 

1.3 

3.6 

4.9 

3.4 

71.9 

16.6 

4.3 

11.1 

26.4 

8.1 

5.1 

17.9 

3.4 

0.9 

6.0 

6.4 

7.2 

66.8 

28.9 

2.7 

11.7 

8.6 

8.6 

4.7 

42.2 

9.8 

1.2 

8.2 

5.5 

8.6 

74.7 

25.3 

2.6 

16.2 

20.8 

7.1 

4.5 

33.1 

3.2 

0.0 

8.4 

5.2 

10.4 

80.0 

25.9 

3.5 

7.1 

16.5 

12.9 

5.9 

29.4 

4.7 

0.0 

3.5 

9.4 

2.4 

84.5 

25.9 

3.4 

3.4 

14.7 

10.3 

2.6 

19.8 

0.0 

0.0 

46.6 

4.3 

2.6 

6.9 

0 20 40 60 80 100

家族や親せき

友人・知人

近所の人

職場の上司や同僚

グループホームや

施設の指導員など

ホームヘルパー等

サービス事業所の人

障害者団体や家族会

かかりつけの医師や看護師

病院のケースワーカーや

介護保険のケアマネージャー

民生委員・児童委員

通園施設や保育所、幼稚園、

学校の先生

障害者相談支援センター等の

民間の相談窓口

行政機関の相談窓口

その他

身体障害者(N=473) 知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256) 発達障害(N=154)

難病患者(N=85) 18歳未満(N=116)

(％)



 

78 

■施策の基本的な方向 

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の周知
しゅうち

を図
はか

り、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において相談
そうだん

できる体制
たいせい

づくりをすすめ

ます。相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

については、Ⅲ型
がた

に相談
そうだん

支援
し え ん

の機能
き の う

を追加
つ い か

し、身近
み ぢ か

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

の拡大
かくだい

を図
はか

り、センター
せ ん た ー

間
かん

の連携
れんけい

の機能
き の う

強化
きょうか

とともに、相談
そうだん

支援
し え ん

を担
にな

う人
じん

材
ざい

の資質
し し つ

向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

また、利用
り よ う

者
しゃ

のニーズ
に ー ず

等
とう

をふまえて、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

を進
すす

めます。 

 

 

 

（１）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

ときめ細
こま

やかな情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

6-1-

(1) 
障害
しょうがい

者
しゃ

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

 

障害
しょうがい

者
しゃ

から相談
そうだん

に応
おう

じ、必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

提供
ていきょう

お よ び 助言
じょげん

、

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

支援
し え ん

など関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しつつ、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活用
かつよう

し必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を 行
おこな

います。また、センター
せ ん た ー

間
かん

の連携
れんけい

の機能
き の う

強化
きょうか

を行
おこな

い、より専門的
せんもんてき

な対応
たいおう

ができるように、相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

ります。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

6-1-

(1) 
枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

 

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

をはじめ、

地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

が集
あつ

まり、障害
しょうがい

者
しゃ

が自立
じ り つ

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を 営
いとな

む

上
うえ

で必要
ひつよう

となるサービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

や

人
じん

材
ざい

社会
しゃかい

資源
し げ ん

の確保
か く ほ

などについ

て検討
けんとう

を 行
おこな

います。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

6-1-

(1) 

病院
びょういん

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

からの

地域
ち い き

移行
い こ う

 

退院
たいいん

・退所
たいしょ

した障害
しょうがい

者
しゃ

が地域
ち い き

で

自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

れるよう、

関係
かんけい

機関
き か ん

や相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と

ともに、必要
ひつよう

な相談
そうだん

や支援
し え ん

を行
おこな

える体制
たいせい

づくりを進
すす

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

6-1-

(1) 
地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

地域
ち い き

移行
い こ う

後
ご

や「ひきこもり」等
など

、

地域
ち い き

との接点
せってん

が少
すく

ない障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

し、地域
ち い き

でいきいきと安定
あんてい

した生活
せいかつ

を 営
いとな

めるよう訪問
ほうもん

な

どする中
なか

で、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活用
かつよう

しながら、

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し進
すす

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

6-1-

(1) 
地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

 

相談
そうだん

、 一
ひと

人
り

暮
ぐ

ら し や

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

の体験
たいけん

の機会
き か い

の場
ば

、緊急
きんきゅう

時
じ

の受入
う け い

れや対応
たいおう

等
など

の機能
き の う

を有
ゆう

した地域
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

を進
すす

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 
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２．関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

■現状と課題 

医療
いりょう

技術
ぎじゅつ

が進歩
し ん ぽ

し、医療
いりょう

的
てき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な障害
しょうがい

者
しゃ

（児
じ

）が在宅
ざいたく

生活
せいかつ

における相談
そうだん

支援
し え ん

の

際
さい

、その家族
か ぞ く

等
など

を取
と

り巻
ま

く課題
か だ い

など、相談
そうだん

内容
ないよう

が多岐
た き

にわたることが多
おお

い中
なか

、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

により、それぞれの専門性
せんもんせい

により総合
そうごう

的
てき

に対応
たいおう

することが求
もと

められています。 

令和
れ い わ

元
がん

年
ねん

より、医療
いりょう

的
てき

ケア
け あ

児
じ

のネットワーク
ね っ と わ ー く

会議
か い ぎ

を設置
せ っ ち

し、総合
そうごう

的
てき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を図
はか

っ

ています。 

また、障害者
しょうがいしゃ

の高齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」の問題
もんだい

、また社会
しゃかい

問題
もんだい

となっている８

０５０問題
もんだい

などは、障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

だけではなく、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

や生
い

き生
い

きネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く

など、各部署
かくぶしょ

所管
しょかん

の相談
そうだん

機関
き か ん

相互
そ う ご

連携
れんけい

が必要
ひつよう

となっており、家族
か ぞ く

等
とう

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

することが求
もと

められています。 

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では、情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

手段
しゅだん

をたずねたところ、全
ぜん

体
たい

では「広
こう

報
ほう

ひらかた」

が約
やく

35％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「家
か

族
ぞく

や親
しん

せき、友
ゆう

人
じん

・知
ち

人
じん

」が約
やく

33％、「インターネット
い ん た ー ね っ と

」

が約
やく

25％となっています。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみると、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

では「サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の人
ひと

や施設
し せ つ

職員
しょくいん

」（34.5％）、精神
せいしん

に障害
しょうがい

のある人
ひと

では「かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

」

（30.5％）、難病
なんびょう

のある人
ひと

では「福祉
ふ く し

のてびき（31.8％）がそれぞれ多
おお

いといった特
とく

徴
ちょう

があります。「障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

の民間
みんかん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」「行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」

から情報
じょうほう

を知
し

っている人は、いずれの障
しょう

害
がい

種
しゅ

別
べつ

でも１割
わり

未
み

満
まん

となっています（p.## 

グラフ
ぐ ら ふ

17参照
さんしょう

）。障害者
しょうがいしゃ

にとって重要
じゅうよう

な情報源
じょうほうげん

は、広範
こうはん

多岐
た き

に渡
わた

っています。関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

の強化
きょうか

により、どの情報源
じょうほうげん

にアクセス
あ く せ す

しても適切
てきせつ

な情報
じょうほう

につながるような、

ネットワーク
ね っ と わ ー く

体制
たいせい

の構築
こうちく

と強化
きょうか

が課題
か だ い

となります。また、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

の抱
かか

える問

題が多様化
た よ う か

し、医療
いりょう

や介護
か い ご

などを含
ふく

む、従来
じゅうらい

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の枠組
わ く ぐ

みを超
こ

えた支
し

援
えん

も必
ひつ

要
よう

になる場
ば

合
あい

も多
おお

い現
げん

況
きょう

では、どの窓口
まどぐち

に相談
そうだん

しても適切
てきせつ

な支援
し え ん

につながるような、

総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

が求
もと

められています。 
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【グラフ
ぐ ら ふ

17：障害
しょうがい

や福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

に関
かん

する情報
じょうほう

の入手先
にゅうしゅさき

（複数
ふくすう

回答
かいとう

）（令
れい

和
わ

２年度
ね ん ど

障
しょう

害
がい

者
しゃ

ア
あ

ン
ん

ケ
け

ー
ー

ト
と

）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.0 

41.2 

27.5 

26.8 

11.6 

4.0 

14.6 

10.8 

0.6 

2.5 

6.1 

25.4 

3.0 

16.2 

31.9 

10.6 

41.7 

34.5 

10.6 

6.8 

4.3 

0.0 

3.8 

6.8 

27.7 

3.4 

21.9 

27.3 

30.1 

25.8 

12.1 

5.1 

30.5 

12.5 

1.2 

5.5 

5.9 

17.2 

5.5 

24.0 

32.5 

29.2 

46.8 

27.3 

11.0 

16.2 

2.6 

0.0 

6.5 

7.8 

26.6 

2.6 

20.0 

31.8 

34.1 

35.3 

14.1 

8.2 

20.0 

7.1 

0.0 

3.5 

8.2 

31.8 

1.2 

10.3 

25.9 

26.7 

48.3 

19.8 

6.9 

19.8 

0.9 

0.9 

25.0 

4.3 

4.3 

12.9 

7.8 

0 20 40 60 80 100

本や新聞、雑誌の記事、

テレビやラジオのニュース

広報ひらかた

インターネット

家族や親せき、友人・知人

サービス事業所の人や

施設職員

障害者団体や家族会

（団体の機関誌等）

かかりつけの医師や看護師

病院のケースワーカーや

介護保険のケアマネージャー

民生委員・児童委員

通園施設や保育所、幼稚園、

学校の先生

障害者相談支援センター等の

民間の相談窓口

行政機関の相談窓口

福祉のてびき

その他

身体障害者(N=473) 知的障害者(N=235)

精神障害者(N=256) 発達障害(N=154)

難病患者(N=85) 18歳未満(N=116)

(％)
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■施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

利用
り よ う

者
しゃ

のニーズ
に ー ず

は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○多様化
た よ う か

、複雑化
ふくざつか

しており、

適切
てきせつ

に支援
し え ん

を行
おこな

うために、医療
いりょう

機関
き か ん

をはじめとした地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

による、意見
い け ん

交換
こうかん

や

情報
じょうほう

提供
ていきょう

など相互
そ う ご

協 力
きょうりょく

は不可欠
ふ か け つ

となっており、それぞれの相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

っている

関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

のため取
と

り組
く

みます。 

 

 

 

（１）関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

前回
ぜんかい

 施策名
せ さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

6-1-

(2) 

多様
た よ う

な手法
しゅほう

によるわかり

やすい情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

障害
しょうがい

者
しゃ

の福祉
ふ く し

サービス制
せい

度
ど

利用
り よ う

を促進
そくしん

するために、サービ

スの内容
ないよう

、手続
て つ づ

きの方法
ほうほう

等
など

を

掲載
けいさい

し た パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

や

ポスター
ぽ す た ー

、 広報
こうほう

ひ ら か た 、

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

、窓口
まどぐち

での対応
たいおう

な

どによってわかりやすい情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

新規
し ん き

 
医療
いりょう

的
てき

ケア児
け あ じ

等
など

支援
し え ん

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

 

医療
いりょう

的
てき

ケア児
け あ じ

の在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する関係
かんけい

機関
き か ん

による意見
い け ん

交換
こうかん

や

情報
じょうほう

提供
ていきょう

のための協議
きょうぎ

の場
ば

 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉
ふ く し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

 



 

 

 


