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枚方
ひらかた

市
し

では、障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、すべての人
ひと

が住
す

みな

れたまちで生活
せいかつ

することができるよう「ノーマライゼーション」

の理
り

念
ねん

に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

が地
ち

域
いき

で自
じ

立
りつ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることがで

きる環 境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

んでいます。これらの施
し

策
さく

を効
こう

果
か

的
てき

に進
すす

めていくため、平成
へいせい

24年
ねん

度
ど

に「枚方
ひらかた

市
し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

（第
だい

３

次
じ

）」を策定
さくてい

するとともに、平成
へいせい

28年
ねん

度
ど

に中 間
ちゅうかん

見
み

直
なお

しを 行
おこな

っ

た「枚方
ひらかた

市
し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

（第
だい

３次
じ

）改訂版
かいていばん

」に基
もと

づき、施
し

策
さく

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

んでいるところです。 

この間
かん

、国
くに

においては、「障害者
しょうがいしゃ

差
さ

別
べつ

解消法
かいしょうほう

」の施行
し こ う

をはじめ、「改正
かいせい

バリアフリー

法
ほう

」の施行
し こ う

、障害者
しょうがいしゃ

の法定
ほうてい

雇
こ

用
よう

率
りつ

の引
ひ

き上
あ

げ等
とう

、福
ふく

祉
し

の枠
わく

組
ぐ

みに劇的
げきてき

な変
へん

化
か

が 生
しょう

じ、

都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

や市町村
しちょうそん

に対
たい

しては、障害児
しょうがいじ

福
ふく

祉
し

計画
けいかく

を策定
さくてい

することが定
さだ

められました。本
ほん

市
し

におきましても、平成
へいせい

30年
ねん

度
ど

から令
れい

和
わ

２年
ねん

度
ど

までの３年間
ねんかん

を計画
けいかく

期
き

間
かん

とした、「枚方
ひらかた

市
し

障 害
しょうがい

福
ふく

祉
し

計画
けいかく

（第
だい

５期
き

）」と「枚方
ひらかた

市
し

障害児
しょうがいじ

福
ふく

祉
し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）」を一体的
いったいてき

に策定
さくてい

し、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

に対
たい

する取
と

り組
く

みや、市
し

立
りつ

くすの木
き

園
えん

の民営
みんえい

化
か

による機
き

能
のう

強化
きょうか

、また、新
あら

たな地
ち

域
いき

活動
かつどう

支
し

援
えん

センターの設
せっ

置
ち

に向
む

けた取
と

り組
く

み等
とう

、福
ふく

祉
し

施
し

策
さく

の推進
すいしん

に 力
ちから

を注
そそ

いでまいりま

した。 

この度
たび

、計画
けいかく

期
き

間
かん

の 終 了
しゅうりょう

に 伴
ともな

い、近年
きんねん

の障害者
しょうがいしゃ

福
ふく

祉
し

施
し

策
さく

を取
と

り巻
ま

く 状 況
じょうきょう

の変
へん

化
か

や、今般
こんぱん

、世
せ

界
かい

で猛
もう

威
い

を振
ふ

るっている新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の感染
かんせん

拡大
かくだい

による生活
せいかつ

様式
ようしき

の変
へん

化
か

などにも柔 軟
じゅうなん

に対応
たいおう

ができるよう、計画
けいかく

期
き

間
かん

等
とう

を見
み

直
なお

し、「枚方
ひらかた

市
し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

）」を「枚方
ひらかた

市
し

障 害
しょうがい

福
ふく

祉
し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）」及
およ

び「枚方
ひらかた

市
し

障害児
しょうがいじ

福
ふく

祉
し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）」と一体的
いったいてき

に策定
さくてい

することとしました。 

今
こん

後
ご

は、これらの新
あら

たな計画
けいかく

に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

福
ふく

祉
し

施
し

策
さく

の一層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

を目指
め ざ

してま

いりますので、市
し

民
みん

の皆様
みなさま

や市
し

議
ぎ

会
かい

、関係者
かんけいしゃ

の皆様
みなさま

には、引
ひ

き続
つづ

きご理
り

解
かい

とご 協 力
きょうりょく

を

よろしくお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 

結
むす

びに、本
ほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたり、熱心
ねっしん

にご審
しん

議
ぎ

いただきました枚方
ひらかた

市
し

社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

の委
い

員
いん

の皆様
みなさま

並
なら

びに枚方
ひらかた

市
し

自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

協議会
きょうぎかい

の委
い

員
いん

の皆様
みなさま

をはじめ、本
ほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

にご

協 力
きょうりょく

をいただきました多
おお

くの市
し

民
みん

の皆様
みなさま

、関係
かんけい

団体
だんたい

の皆様
みなさま

に 心
こころ

から感謝
かんしゃ

申
もう

し上
あ

げます。 
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第
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第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 

第
だ
い

１
章

し
ょ
う 

第
だい

１節
せつ

 計画
けいかく

の背景
はいけい

及
およ

び趣旨
し ゅ 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
かか

る計画
けいかく

として、「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

）」（改訂版
かいていばん

）

と、「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

）」「枚方市
ひらかたし

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）」を策定
さくてい

してい

ます。それぞれの計画
けいかく

に関
かか

わる部署
ぶ 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

していくために必要
ひつよう

な施策
し さ く

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス、障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

サービス、相談
そうだん

支援
し え ん

や地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

を確保
か く ほ

す

るなど、地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

をめざし、基盤
き ば ん

の整備
せ い び

に取
と

り組
く

んできました。 

しかし、計画
けいかく

策定
さくてい

から一定
いってい

の時間
じ か ん

が経過
け い か

し、障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）に関
かか

わる社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

や制度
せ い ど

変更
へんこう

に対応
たいおう

するため、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

までを計画
けいかく

期間
き か ん

としていた「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 終 了
しゅうりょう

年度
ね ん ど

を１年間
ねんかん

短 縮
たんしゅく

して、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

から新
あら

たに障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づく「障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」、児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づ

く「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を一体的
いったいてき

に策定
さくてい

することにより、本市
ほ ん し

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の推進
すいしん

をめ

ざすものとします。 

また、計画
けいかく

期間
き か ん

を平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

とする国
くに

の「第
だい

４次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」

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

づき社会
しゃかい

のあら

ゆる活動
かつどう

に参加
さ ん 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

」すると定
さだ

め

ており、たとえば 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

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

・スポーツ活動
かつどう

による自己
じ こ

実現
じつげん

や国際
こくさい

交 流
こうりゅう

の推進
すいしん

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

や地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

が文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

に親
した

しみ、創作
そうさく

・表 現
ひょうげん

活動
かつどう

を 行
おこな

えるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

、人材
じんざい

育成
いくせい

、

ネットワークの構築
こうちく

、情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

・発信
はっしん

などを 行
おこな

う体制
たいせい

づくりを進
すす

めることが定
さだ

めら

れるなど、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かか

わる余暇
よ か

活動
かつどう

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
もと

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

ュニケーションを支援
し え ん

するための意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

のあり方
かた

なども重 要
じゅうよう

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、気候
き こ 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
か

題
だい

となっ

ています。また、令和
れ い わ

２年
ねん

初
はじ

めからの新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の世界的
せかいてき

な流 行
りゅうこう

によ

り、感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

のため、人
ひと

が集
あつ

まることが困難
こんなん

になっており、結果
け っ か

として、サービ

スの提 供
ていきょう

や相談
そうだん

支援
し 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

たな災害
さいがい

、感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

の観点
かんてん

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

しい生活
せいかつ

様式
ようしき

」に対応
たいおう

した福祉
ふ く し

サービスの検討
けんとう

、障 害
しょうがい

のある人
ひと

にもわかりやすい災害
さいがい

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

などに取
と

り

組
く

むことが求
もと

められています。 
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第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 

第
だ
い

１
章

し
ょ
う 

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

に沿
そ

って、これまでも障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の充 実
じゅうじつ

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

、

今後
こ ん ご

の法
ほう

改正
かいせい

の内容
ないよう

、アンケート調査
ちょうさ

に基
もと

づくニーズを満
み

たすための施策
し 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

４次
じ

）」を策定
さくてい

するとともに、「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）」・「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）」策定
さくてい

にあたり反映
はんえい

をさせています。 

 

 

 

 



第
だい

２節
せつ

 計画
けいかく

の位置
い ち

づけと計画
けいかく

期間
き か ん

 

4 

第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 

第
だ
い

１
章

し
ょ
う 

第
だい

２節
せつ

 計画
けいかく

の位置
い ち

づけと計画
けいかく

期間
き か ん

 
 

１．計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 

枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

は、「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」第
だい

11 条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づく「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」です。本市
ほ ん し

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に関
かか

わる総合的
そうごうてき

な計画
けいかく

として、まちづくり、教 育
きょういく

、

就 労
しゅうろう

などの分野
ぶ ん や

も含
ふく

め、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

や目 標
もくひょう

、施策
し さ く

などを定
さだ

めています。 

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

は、「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」第
だい

88 条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づく「市町村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」です。本市
ほ ん し

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

を定
さだ

めて

います。 

枚方市
ひらかたし

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、「児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

」第
だい

33 条
じょう

の 20 の規定
き て い

に基
もと

づく「市町村
しちょうそん

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」です。 

これらの計画
けいかく

は、国
くに

や大阪府
おおさかふ

の計画
けいかく

内容
ないよう

、及
およ

び今後
こ ん ご

の動向
どうこう

を踏
ふ

まえるとともに、市政
し せ い

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を示
しめ

す「枚方市
ひらかたし

総合
そうごう

計画
けいかく

」、「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

の福祉
ふ く し

に係
かか

る計画
けいかく

をはじめとした、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

を定
さだ

める個別
こ べ つ

の行 政
ぎょうせい

計画
けいかく

と

も整合性
せいごうせい

を図
はか

っています。 

 

２．計画
けいかく

期間
き か ん

 

「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

４次
じ

）」の計画
けいかく

期間
き か ん

については、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

までの６年間
ねんかん

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

の変更
へんこう

について、必要
ひつよう

があれば見直
み な お

しを 行
おこな

うことなどによって対応
たいおう

します。 

「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

６期
き

）」・「枚方市
ひらかたし

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）」の計画
けいかく

期間
き か ん

に

ついては、「国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

」及
およ

び「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」に基
もと

づき、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

か

ら令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

までの３年間
ねんかん

とします。 
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第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 

第
だ
い

１
章

し
ょ
う 

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

・障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

・障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画
けいかく

期間
き か ん

】 

 
平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元
がん

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

３年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

４年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

５年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

６年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

７年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

８年度
ね ん ど

 

枚方
ひらかた

市
し

障害
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

福祉
ふ く し

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

       
 

 
 

 

 

 

第
だい

４次
じ

 

第
だい

６期
き

 

第
だい

２期
き

 

第
だい

３次
じ

（改訂
かいてい

版
ばん

） 

第
だい

５期
き

 

第
だい

１期
き

 

 第
だい

４期
き

 



第
だい

３節
せつ

 計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 

6 

第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 

第
だ
い

１
章

し
ょ
う 

第
だい

３節
せつ

 計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 
 

（１）枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

及
およ

び障害
しょうがい

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

での審議
し ん ぎ

 

本市
ほ ん し

は平成
へいせい

26年度
ね ん ど

に中 核
ちゅうかく

市
し

に移行
い こ う

したことから、社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

第
だい

７ 条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づき

「枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

」を、同法
どうほう

第
だい

11 条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づき「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

」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

の意見
い 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
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」において、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、「枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

」及
およ

び障 害
しょうがい

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

サービス事業所
じぎょうしょ

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

」において計画
けいかく

案
あん

を審議
し ん ぎ

しました。 

 

（２）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

での審議
し ん ぎ

 

本市
ほ ん し

では「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」第
だい

89 条
じょう

の３の規定
き て い

に基
もと

づき、「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

」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
とう

への支援
し え ん

体制
たいせい

に関
かん

する課題
か だ い

について情 報
じょうほう

を共 有
きょうゆう

し、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

の連携
れんけい

の緊密化
きんみつか

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

の実 情
じつじょう

に応
おう

じた体制
たいせい

の整備
せ い び

について協議
きょうぎ

を 行
おこな

うものとする」とされています。また、「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」において、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、

本計画
ほんけいかく

策定
さくてい

にあたり「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

」で意見
い け ん

聴 取
ちょうしゅ

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
ほんけいかく

策定
さくてい

のワーキンググループと位置付
い ち づ

け、審議
し ん ぎ

しました。 

 

（３）各種
かくしゅ

アンケート調査
ちょうさ

の実施
じ っ 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
たい

象
しょう

と

するアンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

し、ニーズの把握
は あ く

を 行
おこな

いました。 

また、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

の実態
じったい

とニーズを踏
ふ

まえた計画
けいかく

とするため、市内
し な い

の

サービス事業所
じぎょうじょ

を対 象
たいしょう

とするアンケート並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

を対 象
たいしょう

とするアンケ

ートを実施
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

） 

  



第
だい

３節
せつ

 計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい
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第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 

第
だ
い

１
章

し
ょ
う 

（４）広
ひろ

く市民
し み ん

から意見
い け ん

を聴取
ちょうしゅ

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
し さ く

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

として「国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

の

自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

等
とう

のための施策
し さ く

を講
こう

ずるに当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を聴
き

き、その意見
い け ん

を尊 重
そんちょう

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

く市民
し み ん

の意向
い こ う

を反映
はんえい

させるため、本市
ほ ん し

ホームページでの意見
い け ん

募集
ぼしゅう

及
およ

び出先
で さ き

機関
き か ん

等
とう

に意見
い け ん

提出箱
ていしゅつばこ

を設置
せ っ ち

する等
とう

、パブリックコメントに 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。 

 

 

 

 





 

9 

 

 

 

 

第
だい

２章
しょう

  

枚方市
ひらかたし

の現状
げんじょう

 

 

 

 

 



第
だい

１節
せつ

 人口
じんこう

・障害者
しょうがいしゃ

数
すう

の現状
げんじょう
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第
だい

２章
しょう

 枚方
ひらかた

市
し

の現状
げんじょう

 

第
だ
い

２
章

し
ょ
う 

第
だい

１節
せつ

 人口
じんこう

・障害者数
しょうがいしゃすう

の現状
げんじょう

 
 

本市
ほ ん し

の人口
じんこう

は、近年
きんねん

、緩
ゆる

やかな減 少
げんしょう

傾向
けいこう

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、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

までの３年間
ねんかん

で約
やく

1.1倍
ばい

になっています。特
とく

に、

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

が３年間
ねんかん

で約
やく

1.4倍
ばい

と大
おお

きく増
ふ

えています。令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

、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

と人口
じんこう

に対
たい

する割合
わりあい

の推移
す い い

項目
こうもく

】 

 項目
こうもく

 単位
た ん い

 
平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元
がん

年度
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
じんこう

比
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
じんこう

比
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
じんこう

比
ひ

 ％ 0.76 0.89 0.96 1.07 

３手帳
てちょう

合計
ごうけい

 

（延
の

べ人数
にんずう

） 

延
の

べ人数
にんずう

 人
にん

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

人口
じんこう

比
ひ

 ％ 5.25 5.49 5.66 5.94 

各年度
か く ねん ど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

（人口
じんこう

は次
じ

年度
ね ん ど

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

、住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

の合計
ごうけい

） 

 

 

 

 



第
だい

２節
せつ

 障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の現状
げんじょう
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第
だい

２章
しょう

 枚方
ひらかた

市
し

の現状
げんじょう

 

第
だ
い

２
章

し
ょ
う 

第
だい

２節
せつ

 障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の現状
げんじょう

 
 

（１）３障害
しょうがい

の手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

 

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

の全体
ぜんたい

に占
し

める割合
わりあい

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、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

、

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

いで区分
く 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 

令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

 

（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、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

、

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 

令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

  



第
だい

２節
せつ

 障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の現状
げんじょう
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第
だい

２章
しょう

 枚方
ひらかた

市
し

の現状
げんじょう

 

第
だ
い

２
章

し
ょ
う 

（４）身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

 

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

は、令和
れ い 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 級
とうきゅう

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

の重度
じゅうど

の人
ひと

が 7,280人
にん

で手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

全体
ぜんたい

の約
やく

45.7％となっています。また、障 害
しょうがい

別
べつ

では肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が 8,970人
にん

と 最
もっと

も多
おお

く全体
ぜんたい

の約
やく

56.4％、次
つ

いで内部
な い ぶ

障 害
しょうがい

が 4,608人
にん

で全体
ぜんたい

の約
やく

29.4％を占
し

めています。 

 

【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

の障害
しょうがい

別
べつ

／等
とう

級別
きゅうべつ

内訳
うちわけ

（令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

）】 

単位
た ん 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

 計
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 

計
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 

計
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
ちょうふく

障害
しょうがい

のある人
ひと

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

でカウントして記載
き さ い

。 

  



第
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２節
せつ

 障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の現状
げんじょう
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第
だい

２章
しょう

 枚方
ひらかた

市
し

の現状
げんじょう

 

第
だ
い

２
章

し
ょ
う 

（５）療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

 

療 育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

、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
しょじしゃ

全体
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
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の程度
て い ど

別
べつ

内訳
うちわけ

（令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

）】 

単位
た ん い

：人
にん

 

 Ａ（重度
じゅうど

） Ｂ１（中度
ちゅうど

） 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

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、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

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の等級
とうきゅう

別
べつ

内訳
うちわけ

（令和元
れ い わが ん

年度
ね ん 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

障害者
しょうがいしゃ

 

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

２章
しょう

 枚方
ひらかた

市
し

の現状
げんじょう

 

第
だ
い

２
章

し
ょ
う 

第
だい

３節
せつ

 今後
こ ん ご

の見込
み こ

み 
 

本市
ほ ん し

の人口
じんこう

は、今後
こ ん ご

やや減 少
げんしょう

傾向
けいこう

で推移
す い い

すると見込
み こ

まれます。 

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の所持者数
しょじしゃすう

は、いずれも増加
ぞ う か

する傾向
けいこう

にあり、特
とく

に精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の所持者数
しょじしゃすう

の増加率
ぞうかりつ

が大
おお

きくなると見込
み こ

まれます。 

 

【今後
こ ん ご

の見込
み 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

 

元年度
が ん 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

 
15,919 16,570 16,983 17,404 17,826 18,252 

療育
りょういく

手帳
てちょう

 

所持者数
しょじしゃすう

 
3,554 3,608 3,693 3,773 3,852 3,929 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 

所持者数
しょじしゃすう

 
4,297 4,510 4,757 5,003 5,247 5,491 

各年度
か く ねん ど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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第
だい
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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

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

 

第
だ
い

３
章

し
ょ
う 

第
だい

１節
せつ

 基本
き ほ ん

理念
り 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

の目的
もくてき

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、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社
しゃ

会
かい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

等
とう

のための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

するとされています。 

本計画
ほんけいかく

の 上
じょう

位
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 標
もくひょう

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「高齢者
こうれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

などが生
い

きがいを感
かん

じながら、地域
ち 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
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」の施行
し こ う

により、障 害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

とした差別
さ 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

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」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 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

が個人
こ じ ん

として基本的
きほんてき

人権
じんけん

を尊 重
そんちょう

され、地域
ち い き

社会
しゃかい

の中
なか

で自己
じ こ

決定
けってい

に基
もと

づき、その人
ひと

らしく生活
せいかつ

できる社会
しゃかい

を目
め

ざしていま

す。 

今後
こ ん ご

も、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、これまでの取
と

り組
く

みを継続
けいぞく

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
ほんけいかく

策定
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。この理念
り ね ん

に基
もと

づき、障 害
しょうがい

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
く

らせるよう、教 育
きょういく

、まちづくり、社会
しゃかい

参加
さ ん か

などの施策
し さ く

の充 実
じゅうじつ

や、社会
しゃかい

資源
し げ ん

の整備
せ い び

を図
はか

っていきます。 

1950年代
ねんだい

から国
くに

、地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は大規模
だ い き ぼ

コロニー政策
せいさく

を推進
すいしん

し、障 害
しょうがい

のある人
ひと

は

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
とう

しかサービス選択
せんたく

の余地
よ ち

がなく、地域
ち い き

生活
せいかつ

から隔離
か く り

されている 状 況
じょうきょう

があり

ました。また、精神
せいしん

保健
ほ け ん

においても、精神科
せいしんか

病 院
びょういん

への長期
ちょうき

入 院
にゅういん

が常態化
じょうたいか

し、入 院 中
にゅういんちゅう



第
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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

 

第
だ
い

３
章

し
ょ
う 

の虐 待
ぎゃくたい

等
とう

が社会
しゃかい

問題
もんだい

となっていました。80年代
ねんだい

以降
い こ う

、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

自身
じ し ん

が地域
ち い き

生活
せいかつ

を求
もと

める声
こえ

が上
あ

がり始
はじ

めた事
こと

や、国連
こくれん

を始
はじ

めとする世界的
せかいてき

なノーマライゼーションの理念
り ね ん

の

普及
ふきゅう

に 伴
ともな

い、国
くに

、地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

においても脱施設
だつしせつ

、地域
ち い き

移行
い こ う

推進
すいしん

に施策
し さ く

転換
てんかん

してきた

経過
け い か

があります。今日
こんにち

では地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の理念
り ね ん

のもと、障 害
しょうがい

のあるなしに関
かか

わらず、

地域
ち い き

で生活
せいかつ

できる社会
しゃかい

に向
む

け、行 政
ぎょうせい

を始
はじ

め、様々
さまざま

な支援
し え ん

機関
き か ん

が連携
れんけい

して取
と

り組
く

んでいる

ところです。また、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

して暮
く

らすということは、どこで誰
だれ

と

生活
せいかつ

するかについての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

され、地域
ち い き

社会
しゃかい

において他
た

の人々
ひとびと

と共 生
きょうせい

するこ

とを 妨
さまた

げられないことであり、入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

や精神科
せいしんか

病 院
びょういん

のみならず、地域
ち い き

においても、

これらの選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

され、他
た

の人々
ひとびと

と共 生
きょうせい

することを 妨
さまた

げられないための必要
ひつよう

な支援
し え ん

をしていきます。 

 

 

 



第
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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

 

第
だ
い

３
章

し
ょ
う 

第
だい

２節
せつ

 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 
 

本計画
ほんけいかく

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

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

障害児
しょうがいじ

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 害
しょうがい

のあるなしによって、分
わ

け隔
へだ

てられることがないよう、全庁的
ぜんちょうてき

に取
と

り組
く

むととも

に、市民
し み ん

ニーズや法
ほう

改正
かいせい

などを捉
とら

え、適宜
て き ぎ

、必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じてきたところです。 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち 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
し 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

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

へのアンケート調査
ちょうさ

などで意見
い け ん

、ニーズの把握
は あ く

に努
つと

めてきました。これらのニーズ

分析
ぶんせき

も踏
ふ

まえ、本計画
ほんけいかく

における基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

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

のニーズに合
あ

わせて、一部
い ち ぶ

の基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

を見直
み な お

し、基本
き ほ ん

方向
ほうこう

及
およ

び

具体的
ぐたいてき

な施策
し 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
し さ く

の展開
てんかい

、充 実
じゅうじつ

を図
はか

ることとします。 

 

（１） 市民
し み ん

啓発
けいはつ

及
およ

び地域
ち い き

との交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」の施行
し 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

の一定
いってい

の理解
り か い

は進
すす

んでいますが、十 分
じゅうぶん

に浸透
しんとう

したとは言
い

えない

状 況
じょうきょう

です。より多
おお

くの市民
し み ん

を対 象
たいしょう

に、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

、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
し 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

して権利
け ん り

擁護
よ う ご

する必要性
ひつようせい

がより高
たか

まっています。 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

の制度
せ い ど

の周知
しゅうち

や推進
すいしん

を図
はか

るとともに、虐 待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

につながることのないよう

に早期
そ う き

の発見
はっけん

と対応
たいおう

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

を通
つう

じ

て、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、差別
さ べ つ

解 消
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、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

す

る差別
さ べ つ

や虐 待
ぎゃくたい

について、迅速
じんそく

に対応
たいおう

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、障害者
しょうがいしゃ

も積極的
せっきょくてき

に

地域
ち い き

のイベントなどに参加
さ ん か

できるよう啓発
けいはつ

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

しても参加
さ ん か

を 働
はたら

きかけ

ていきます。 

 

（２） 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 

障害者
しょうがいしゃ

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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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

 

第
だ
い

３
章

し
ょ
う 

ならず、道路
ど う ろ

や交通網
こうつうもう

などのバリアフリー化
か

を図
はか

り、環 境
かんきょう

整備
せ い び

を進
すす

めます。また、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち 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

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

近年
きんねん

には、医療的
いりょうてき

ケアなどを必要
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

ニーズの把握
は あ く

など、

従 来
じゅうらい

から提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

の 難
むずか

しかった分野
ぶ ん や

への見直
み な お

しが課題
か 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 長
せいちょう

にあわせて、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

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 供
ていきょう

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

い連携
れんけい

を重視
じゅうし

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 長
せいちょう

できるよう、障 害
しょうがい

のあるなしにかかわらず、ともに理解
り か い

しあい、ともに学
まな

び、ともに育
そだ

つまちづくりの一環
いっかん

として、地域
ち い き

で生活
せいかつ

を続
つづ

けるための方策
ほうさく

について充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

近年
きんねん

の気候
き こ 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

めからの新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の世界的
せかいてき

な流 行
りゅうこう

により、感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の

ため、人
ひと

が集
あつ

まることが困難
こんなん

となっており、結果
け っ か

として、サービスの提 供
ていきょう

や相談
そうだん

支援
し え ん

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、障害者
しょうがいしゃ

をはじめ、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

となる方
かた

に対
たい

する配慮
はいりょ

について、

周知
しゅうち

、啓発
けいはつ

を 行
おこな

うなど、安心
あんしん

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） 安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるサービスの確保
か く ほ

と提供
ていきょう

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに係
かか

る提 供
ていきょう

基盤
き 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、サービスの種類
しゅるい

によっては、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の参 入
さんにゅう

が一
いっ

定数
ていすう

で横
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、サービス提 供
ていきょう

基盤
き ば ん

を拡大
かくだい

す

べき分野
ぶ ん や

では引
ひ

き続
つづ

き多種多様
た し ゅ た よ う

な事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の参 入
さんにゅう

を呼
よ

びかけるとともに、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し

研 修
けんしゅう

等
とう

を実施
じ っ し

し、サービスの 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 報
じょうほう

などのソフト面
めん

についてもバリアフリー化
か

を図
はか

るため、多様
た よ う

な手法
しゅほう

を用
もち

い

て情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

が図
はか

れるよう改善
かいぜん

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

の支援者
しえんしゃ

の疲労
ひ ろ う

を防
ふせ

ぐためのレスパイト

（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

特性
とくせい

ごとに異
こと

なるニーズに対応
たいおう

した、きめ細
こま

やかな緊
きん

急時
きゅうじ

にも対応
たいおう

できる支援
し え ん

体制
たいせい

づくりに努
つと

めます。 

医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とされる在宅
ざいたく

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）は依然
い ぜ ん

として増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、保健
ほ け ん

機関
き か ん

、

医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、ネットワーク化
か

を図
はか

っていきます。とくに医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする子
こ

どもについて、支援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

することにより居場所
い ば し ょ

の確保
か く ほ

にも取
と

り組
く

みます。 
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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

 

第
だ
い

３
章

し
ょ
う 

（４） 自分
じ 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

としての障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

、チャレンジ雇用
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

しても障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

を 働
はたら

きかけていきます。今後
こ ん ご

も、一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

に向
む

けての支援
し え ん

の一層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでいきます。 

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

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

等
とう

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
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

の工賃
こうちん

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・レクリエーション活動
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

が活動
かつどう

を通
つう

じて地域
ち い き

や社会
しゃかい

と交 流
こうりゅう

し、自分
じ ぶ ん

の

メッセージを発信
はっしん

できる機会
き か い

の増設
ぞうせつ

にも取
と

り組
く

みます。 

さらに、近年
きんねん

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

とのふれあいの機会
き か い

が減
へ

っている

問題
もんだい

に対応
たいおう

するため、いわゆる「 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

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を支援
し え ん

し、他者
た 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
げんしょう

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 症
せんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

に

限定
げんてい

せず、支援
し え ん

ツールによって障 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

他者
た し ゃ

とコミュニケーションが円滑
えんかつ

に進
すす

む環 境
かんきょう

整備
せ い び

をめざします。 

 

（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」「どんなサービ

スか知
し

らない」などが多
おお

いことから、相談
そうだん

支援
し え ん

センターなどの周知
しゅうち

に努
つと

め、身近
み ぢ か

でわか

りやすい相談
そうだん

窓口
まどぐち

の更
さら

なる充 実
じゅうじつ

を図
はか

っていきます。 

前期
ぜ ん き

計画
けいかく

では、共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

に向
む

け、地
ち

域
いき

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

を進
すす

め、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を支援
し え ん

するために、障 害
しょうがい

のある人
ひと

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

える一環
いっかん

として、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

を含
ふく

む支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

ってきました。 

現在
げんざい

、福祉
ふ く し

の各分野
かくぶんや

に関
かか

わる国
くに

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

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、地域
ち い き

の相談
そうだん

などを受
う

け止
と

めて 自
みずか

ら対応
たいおう

する機能
き の う

、あるい

は適切
てきせつ

な支援
し え ん

機関
き か ん

につなぐ機能
き の う

、多機能
た き の う

が協 働
きょうどう

するための中 核
ちゅうかく

あるいは伴走
ばんそう

支援
し え ん

を担
にな

う機能
き 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

分野
ぶ ん 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
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を継続的
けいぞくてき

に発展
はってん

し、障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

と関連
かんれん

する子
こ

育
そだ

てや児童
じ ど う

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の高齢化
こうれいか

と関連
かんれん

する高齢者
こうれいしゃ

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

に取
と

り組
く

み

ます。 



第
だい

３節
せつ

 施策
し さ く

体系
たいけい
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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

 

第
だ
い

３
章

し
ょ
う 

第
だい

３節
せつ

 施策
し さ く

体系
たいけい

 
 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 基本
き ほ ん

方向
ほうこう

 施策
し さ く

 

第
だい

１節
せつ

  

市民
し み ん

啓発
けいはつ

及
およ

び地域
ち い き

との交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

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

や差別
さ 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
い ば し ょ

づく

り 

第
だい

２節
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

要支援者
ようしえんしゃ

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

  

安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるサービ

スの確保
か く ほ

と提供
ていきょう

 

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 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 

２ 緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

 （１）障害
しょうがい

ニーズに応
おう

じた対応
たいおう

 

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

  

自分
じ ぶ ん

らしい生
い

き方
かた

を見
み

つけ

る・選
えら

ぶ 

１ 就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

 

（１）就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

 

（２）就労
しゅうろう

に関
かん

する相談
そうだん

支援
し え ん

 

（３）工賃
こうちん

向上
こうじょう

に向
む

けた支援
し え ん

 

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

 

（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・レクリエーション

活動
かつどう

への支援
し え ん

 

３ 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

 

（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

ツールの

活用
かつよう

 

第
だい

５節
せつ

  

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

 

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

 

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

） 

 

 

 

 



第
だい

１節
せつ

 市民
し み ん

啓発
けいはつ

及
およ

び地域
ち い き

との交流
こうりゅう

の推進
すいしん
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

第
だい

１節
せつ

 市民
し み ん

啓発
けいはつ

及
およ

び地域
ち い き

との交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 
 

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

や障害者
しょうがいしゃ

についての理解
り か い

を深
ふか

めるための多様
た よ う

な啓発
けいはつ

を推進
すいしん

することは、障 害
しょうがい

の

有無
う む

に関
かか

わらずともに生
い

きる社会
しゃかい

の実現
じつげん

、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

障害者
しょうがいしゃ

についての理解
り か い

を深
ふか

める多様
た よ う

な啓発
けいはつ

活動
かつどう

が必要
ひつよう

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

の障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

施設
し せ つ

との交 流
こうりゅう

を 行
おこな

うなど、障 害
しょうがい

理解
り か い

と体験的
たいけんてき

な学 習
がくしゅう

を進
すす

めていま

す。地域
ち い き

でともに学
まな

ぶ教 育
きょういく

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

に障害者
しょうがいしゃ

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、人権
じんけん

週 間
しゅうかん

や障害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

を中 心
ちゅうしん

に障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する講演会
こうえんかい

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

センターに

おいても、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

しています。毎年
まいとし

障害者
しょうがいしゃ

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

支援協
しえんきょう

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

のイベント等
とう

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

や障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する記事
き じ

を掲載
けいさい

しています。

今後
こ ん ご

も理解
り か い

を深
ふか

めるための啓発
けいはつ

活動
かつどう

に取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があります。 

市
し

の職 員
しょくいん

については、毎年
まいとし

新 入
しんにゅう

職 員
しょくいん

を対 象
たいしょう

に、人権
じんけん

研 修
けんしゅう

として障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

に関
かん

する研 修
けんしゅう

等
とう

を 行
おこな

っています。 

また、市民
し み ん

や民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

しても、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくし、誰
だれ

もが生
い

き

やすい社会
しゃかい

にしていくため、障 害
しょうがい

や障害者
しょうがいしゃ

についての理解
り か い

を深
ふか

める啓発
けいはつ

活動
かつどう

が求
もと

めら

れています。 

虐 待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

の防止
ぼ う し

に向
む

けては、判断
はんだん

能 力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

や財産
ざいさん

を守
まも

るため

に、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

に関
かん

する周知
しゅうち

や相談
そうだん

に努
つと

めています。社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

が実施
じ っ し

する「福祉
ふ く し

サービス利用
り よ う

援助
えんじょ

事業
じぎょう

」の利用
り よ う

を希望
き ぼ う

する者
もの

が増
ふ

える中
なか

、令和
れ い わ

２

年度
ね ん ど

には、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

の促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

するため

「枚方市
ひらかたし

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

しました。また、必要
ひつよう

な方
かた

には、市長
しちょう

による裁判所
さいばんしょ

への後見
こうけん

等
とう

の申
もう

し立
た

てや、後見人
こうけんにん

等
とう

への報 酬
ほうしゅう

支払
し は ら

いの助成
じょせい

を実施
じ っ し

していま

す。 

「障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

）」に基
もと

づき、本市
ほ ん し

においては、枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センターを設置
せ っ ち

し、市内
し な い

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの 協 力
きょうりょく

とともに、相談
そうだん

・通報
つうほう

の受
う

け付
つ

け及
およ

び対応
たいおう

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

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

連絡会
れんらくかい

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

障害者
しょうがいしゃ



第
だい

１節
せつ

 市民
し み ん

啓発
けいはつ

及
およ

び地域
ち い き

との交流
こうりゅう

の推進
すいしん
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

関係
かんけい

機関
き か ん

会
かい

議
ぎ

を設置
せ っ ち

し、 虐 待
ぎゃくたい

事案
じ あ ん

の発生
はっせい

要因
よういん

等
とう

の分析
ぶんせき

や 検 証
けんしょう

を 行
おこな

い、

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

と虐 待
ぎゃくたい

事案
じ あ ん

に対
たい

する早期
そ う き

発見
はっけん

と適切
てきせつ

な対応
たいおう

に取
と

り組
く

んでいます。 

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

に関
かん

する相談
そうだん

・通報
つうほう

件数
けんすう

の増加
ぞ う 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、迅速
じんそく

な対応
たいおう

とともに、対応
たいおう

する職 員
しょくいん

のスキルアップが求
もと

められています。また、被
ひ

虐
ぎゃく

待
たい

障
しょう

害
がい

児
じ

支
し

援
えん

については、枚方市
ひらかたし

児童
じ ど う

虐 待
ぎゃくたい

問題
もんだい

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

において情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

等
とう

連携
れんけい

を図
はか

って

います。 

差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

については「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

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

」

を差別
さ べ つ

として禁止
き ん し

し、差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

を推進
すいしん

する「障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に

関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

）」が平成
へいせい

28年
ねん

に施行
し こ う

され、５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、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

や対応
たいおう

を円滑
えんかつ

に 行
おこな

うため、

関係
かんけい

機関
き か ん

のネットワーク組織
そ し き

として「枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

」が設置
せ っ ち

されており、広範
こうはん

多岐
た き

に渡
わた

る障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

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、

「窓口
まどぐち

における障 害
しょうがい

のある市民
し み ん

に対
たい

する配慮
はいりょ

マニュアル」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
たいおう

する際
さい

には、障 害
しょうがい

を正
ただ

しく理解
り か い

したうえで、適切
てきせつ

な対応
たいおう

に努
つと

めます。 

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

をなくすためには、障 害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める啓発
けいはつ

が

重 要
じゅうよう

であり、継続
けいぞく

して啓発
けいはつ

活動
かつどう

を 行
おこな

いながら、相談
そうだん

対応
たいおう

に努
つと

めていく必要
ひつよう

があります。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
ちょうさ

では、「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

いをすることは、この５年間
ねんかん

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

の回答
かいとう

がそれぞれ約
やく

７％前後
ぜ ん ご

で同程度
どうていど

となっています。「増
ふ

えたと思
おも

う」割合
わりあい

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、「差別
さ 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」との回答
かいとう

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

前後
ぜ ん ご

と多
おお

く、発達
はったつ

障 害
しょうがい

のある人
ひと

や知的
ち て き

障 害
しょうがい

のある人
ひと

では１割
わり

未満
み ま ん

と少
すく

なくなっています。（ｐ.26 グラ

フ１参 照
さんしょう

）。 

 

 

  



第
だい

１節
せつ

 市民
し み ん

啓発
けいはつ

及
およ

び地域
ち い き

との交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

26 

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
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） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

7.3 

7.2 

6.8 

10.9 

8.4 

3.5 

9.5 

34.9 

32.1 

41.3 

32.0 

44.2 

37.6 

45.7 

6.5 

6.3 

6.8 

7.4 

7.8 

3.5 

6.0 

15.4 

19.2 

8.5 

12.1 

7.8 

22.4 

9.5 

26.0 

24.1 

26.4 

28.1 

25.3 

23.5 

25.9 

9.8 

11.0 

10.2 

9.4 

6.5 

9.4 

3.4 

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

18歳以上全体(N=845)

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

増
ふ

えたと思
おも

う 

あまり変
か

わらないと思
おも

う 

減
へ

ったと思
おも

う 

差別
さ 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 

わからない 

無回答
む か い と う

 

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

(N=235) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=154) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

18
歳 さ

い

以
上

い
じ
ょ
う 

【グラフ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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第
だい

４章
しょう

のグラフの見方
み か た

 

●回答
かいとう

結果
け っ か

の割合
わりあい

「％」は有効
ゆうこう

サンプル数
すう

に対
たい

して、それぞれの回答数
かいとうすう

の割合
わりあい

を小数点
しょうすうてん

以下
い か

第
だい

２

位
い

で四捨五入
ししゃごにゅう

したものです。そのため、単数
たんすう

回答
かいとう

であっても合計値
ご う けい ち

が 100.0％にならない場合
ば あ い

が

あります。 

●複数
ふくすう

回答
かいとう

の設問
せつもん

の場合
ば あ い

、回答
かいとう

は選択肢
せ ん たく し

ごとの有効
ゆうこう

回答数
かいとうすう

に対
たい

して、それぞれの割合
わりあい

を示
しめ

していま

す。そのため、合計
ごうけい

が 100.0％を超
こ

える場合
ば あ い

があります。 

●図表中
ずひょうちゅう

において、「無回答
む か いと う

」とあるものは、回答
かいとう

が示
しめ

されていない、または回答
かいとう

の判別
はんべつ

が著
いちじ

し

く困難
こんなん

なものです。 

●図表
ずひょう

等
とう

の「N（number of case）」は、有効
ゆうこう

標本数
ひょうほんすう

（集計
しゅうけい

対象者
たいしょうしゃ

総数
そうすう

）を表
あらわ

しています。 

 

 

  



第
だい

１節
せつ

 市民
し み ん

啓発
けいはつ

及
およ

び地域
ち い き

との交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

27 

第
だい

４章
しょう

 障害者
しょうがいしゃ

計画
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（第
だい

４次
じ

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

人権
じんけん

擁護
よ う ご

を推進
すいしん

するため、行 政
ぎょうせい

が関係
かんけい

団体
だんたい

・機関
き か ん

等
とう

と 協 力
きょうりょく

し、市民
し み ん

や各種
かくしゅ

団体
だんたい

等
とう

を

対 象
たいしょう

として、あらゆる差別
さ べ つ

の撤廃
てっぱい

に向
む

けた啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。また、行 政
ぎょうせい

職 員
しょくいん

を対 象
たいしょう

として、人権
じんけん

や障 害
しょうがい

、手話
し ゅ わ

等
とう

に関
かん

する研 修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

を図
はか

るため、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

等
とう

の制度
せ い ど

を周知
しゅうち

し、利用
り よ う

の必要
ひつよう

な

人
ひと

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 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。そのため、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に策定
さくてい

した

「枚方市
ひらかたし

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」での取
と

り組
く

みと足並
あ し な

みを揃
そろ

え、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

に限定
げんてい

せず、虐 待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

への対応
たいおう

も含
ふく

めた、幅広
はばひろ

い権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための制度
せ い ど

を利用
り よ う

しやす

くするよう取
と

り組
く

みます。 

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

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

する迅速
じんそく

な対応
たいおう

に

努
つと

めます。また、枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

による関係
かんけい

機関
き か ん

とのネットワ

ークを活用
かつよう

し、大阪府
おおさかふ

とも連携
れんけい

を図
はか

りながら、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

に適正
てきせい

に対応
たいおう

し

ていきます。 

教 育
きょういく

機関
き か ん

と連携
れんけい

して、学校
がっこう

教 育
きょういく

での障 害
しょうがい

への理解
り か い

を進
すす

めます。また、広報
こうほう

や市
し

のホ

ームページ、イベントの開催
かいさい

などを活用
かつよう

して、障 害
しょうがい

への合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 考
かんが

え方
かた

を普及
ふきゅう

し、

障 害
しょうがい

や障 害
しょうがい

のある人
ひと

への市民
し み ん

の理解
り か い

を深
ふか

めていきます。 

 

 

（１）人権
じんけん

・人命
じんめい

の尊重
そんちょう

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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
と

り組
く

み 

人権
じんけん

尊重
そんちょう

の理念
り ね ん

の浸透
しんとう

と障害者
しょうがいしゃ

への

差別
さ べ つ

をはじめ、あらゆる差別
さ べ つ

の撤廃
てっぱい

に

向
む

け、啓発
けいはつ

や学習
がくしゅう

を進
すす

めていきます。 

人権
じんけん

政策室
せいさくしつ

 

教育
きょういく

支援
し え ん

推進室
すいしんしつ

 

（児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

支
し

援
えん

担
たん

当
とう

） 

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

する理解
り 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

する職員
しょくいん

研修
けんしゅう

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

認識
にんしき

を深
ふか

める取
と

り組
く

みを継続
けいぞく

します。 

人事課
じ ん じ 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

） 
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） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

（２）虐待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

の防止
ぼ う し

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

障害者
しょうがいしゃ

の 権利
け ん り

擁護
よ う ご

と

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い 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

障害者
しょうがいしゃ

、 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

、 認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

等
とう

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

を図
はか

るために、

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

について、相談
そうだん

を受
う

け

援助
えんじょ

できる体制
たいせい

を整備
せ い 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

福祉室
ふくししつ

 

（健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

総
そう

合
ごう

相
そう

談
だん

担
たん

当
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

） 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための制度
せ い ど

等
とう

の周知
しゅうち

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

や社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

が実施
じ っ し

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

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

福祉室
ふくししつ

 

（健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

総
そう

合
ごう

相
そう

談
だん

担
たん

当
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

） 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

総務課
そ う む か

 

虐待
ぎゃくたい

への対応
たいおう

 

障害者
しょうがいしゃ

への虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

のため、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センターで、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。関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、虐待
ぎゃくたい

発見後
はっけんご

の迅速
じんそく

、か

つ適切
てきせつ

な対応
たいおう

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

） 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

への

対応
たいおう

 

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

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、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

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）合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

め

る教育
きょういく

 

小
しょう

・ 中
ちゅう

学校
がっこう

においては、学年
がくねん

に合
あ

わ

せて、さまざまな 障害
しょうがい

に関
かん

する

障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

教育
きょういく

を進
すす

めます。 

教育
きょういく

支援
し え ん

推進室
すいしんしつ

 

（児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

支
し

援
えん

担
たん

当
とう

） 
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施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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をはじ

め、さまざまな媒体
ばいたい

を通
とお

して、障害
しょうがい

や

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する啓発
けいはつ

活動
かつどう

及
およ

び取
と

り組
く

みなどの情報
じょうほう

を広
ひろ

く発信
はっしん

していきま

す。 

広報
こうほう

プロモーショ

ン課
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

） 

イベントの開催
かいさい

 

障害
しょうがい

や障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を促
うなが

すため、

啓発
けいはつ

イベントやキャンペーンを開催
かいさい

し

ます。 

人権
じんけん

政策室
せいさくしつ

 

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

） 

 

 

■【参考
さんこう

】枚方市
ひらかたし

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

枚方市
ひらかたし

では、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に「枚方市
ひらかたし

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

・計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

を図
はか

るとともに、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

に限定
げんてい

しない、地域
ち い き

において権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かか

わる支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする高齢者
こうれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

、児童
じ ど う

などへの相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

っています。 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

計画
けいかく

は、地域
ち い き

の福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

に関
かん

して共 通
きょうつう

して取
と

り組
く

む事
じ

項
こう

を盛
も

り

込
こ

んだ「枚方市
ひらかたし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」と一体的
いったいてき

に取
と

り組
く

むとともに、本計画
ほんけいかく

にも取組
とりくみ

内容
ないよう

を記載
き さ い

し、行 政
ぎょうせい

の担当
たんとう

各課
か く か

や社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などが、市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の養成
ようせい

や地域
ち い き

連携
れんけい

ネットワー

クの構築
こうちく

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の広報
こうほう

・啓発
けいはつ

などに連携
れんけい

して取
と

り組
く

むものとします。また、法人
ほうじん

後見
こうけん

を 行
おこな

う事業所
じぎょうしょ

の増加
ぞ う か

に向
む

けた啓発
けいはつ

事業
じぎょう

に取
と

り組
く

みます。 

 

（１）計画
けいかく

策定
さくてい

の意義
い ぎ

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

とは、認知症
にんちしょう

、知的
ち て き

障 害
しょうがい

その他
た

の精神上
せいしんじょう

の障 害
しょうがい

があることによ

り、財産
ざいさん

の管理
か ん り

や日 常
にちじょう

生活
せいかつ

等
とう

に支障
ししょう

がある人
ひと

たちを社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で支
ささ

え合
あ

う制度
せ い ど

です。 

枚方市
ひらかたし

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

は、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

の促進
そくしん

に関
かん

する

法律
ほうりつ

に基
もと

づき、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

・計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

を

図
はか

るために策定
さくてい

するものです。 

（２）計画
けいかく

の期間
き か ん

 

令和
れ い わ

３（2021）～令和
れ い わ

６（2024）年度
ね ん ど

の４年間
ねんかん

とし、令和
れ い わ

７（2025）年度
ね ん ど

から、次期
じ き

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に統合
とうごう

する予定
よ て い

です。 

（３）枚方市
ひらかたし

の主
おも

な取
と

り組
く

み 

① 広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

の強化
きょうか

：市民
し み ん

・関係者
かんけいしゃ

へ向
む

けた広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

 

② 相談
そうだん

体制
たいせい

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

：権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

の地域
ち い き

連携
れんけい

ネットワークの構築
こうちく

 

③ 助成
じょせい

制度
せ い ど

のあり方
かた

の検討
けんとう

 

④ 市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の養成
ようせい

・育成
いくせい
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だい
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第
だ
い

４
章

し
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２．地域
ち い き

との交流
こうりゅう

 
 

■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、あらゆる社会
しゃかい

生活
せいかつ

に参加
さ ん か

し、生
い

き生
い

きと活動
かつどう

できる社会
しゃかい

の実現
じつげん

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、ボランティアや交 流
こうりゅう

活動
かつどう

また居場所
い ば し ょ

づくりを推進
すいしん

することが重 要
じゅうよう

です。 

本市
ほ ん し

では、「いつまでも安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

らせるように、支
ささ

えあえる地域
ち 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、地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の支援
し え ん

や普及
ふきゅう

に努
つと

めて

います。 

ボランティア体験
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歳代
さいだい

を

対 象
たいしょう

に、夏季
か き

のボランティア体験
たいけん

プログラムを、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、気軽
き が る

に立
た

ち寄
よ

れ交 流
こうりゅう

できる地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

セン

ターについてはⅠ型
がた

、Ⅱ型
がた

、Ⅲ型
がた

と、それぞれ特 色
とくしょく

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

センターと 協 力
きょうりょく

して

身近
み ぢ か

な居場所
い ば し ょ

づくりに努
つと

めることが必要
ひつよう

です。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
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、全体
ぜんたい

では「特
とく

にない」方
かた

を除
のぞ

いて、３割
わり

近
ちか

い方
かた

が「いつでも気軽
き が る

に立
た

ち寄
よ

り、仲間
な か ま

達
たち

と過
す

ごすことのできる場所
ば し ょ

」、２割
わり

近
ちか

い方
かた

が「介助者
かいじょしゃ

や支援者
しえんしゃ

の付
つ

き添
そ

い」を挙
あ

げてい

ます。障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

にみても全体
ぜんたい

の傾向
けいこう

は共 通
きょうつう

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

するボランティアの養成
ようせい

」「イベントなどの情 報
じょうほう

が簡単
かんたん

にわかる仕組
し く

み」、難 病
なんびょう

の

ある人
ひと

では「見
み

に行
い

きたいと思
おも

うスポーツや芸 術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

イベントの開催
かいさい

」「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

」、18歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

では「スポーツや趣味
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

」「イベントなどの情 報
じょうほう

が簡単
かんたん

にわかる仕組
し く

み」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

べて多
おお

い傾向
けいこう

にあります。前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

に引
ひ

き続
つづ

き、居場所
い ば し ょ

づくりが重 要
じゅうよう

であることを

示
しめ

す結果
け っ か

となり、今後
こ ん ご

も身近
み ぢ か

な居場所
い ば 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 害
しょうがい

種別
しゅべつ

によっては、スポーツや文化
ぶ ん か

に関
かか

わるイベントなどの開催
かいさい

と、開催
かいさい

情 報
じょうほう

の

提 供
ていきょう

へのニーズが高
たか

く、多様
た よ う

な余暇
よ か

を過
す

ごせるように支援
し え ん

することが課題
か だ い

です（ｐ.31 

グラフ２参 照
さんしょう

）。 
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介助者や支援者の付き添い
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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

(N=132)

交通機関や公共施設の改善

(N=110)

スポーツや趣味の講習会

(N=107)

イベントなどの情報が

簡単にわかる仕組み

(N=104)

より高い資格・能力を

身につけるための講座・教室

(N=102)

活動を応援する

ボランティアの養成

(N=61)

スポーツ大会や文化祭など

練習の成果を発表する場所

(N=36)

手話通訳者派遣などの

コミュニケーションの支援

(N=17)

その他

(N=34)

特にない

(N=251)

18歳以上全体(N=845) 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) ダミー

(％)

いつでも気軽
き が る

に立
た

ち寄
よ

り、 

仲間
な か ま

達
たち

と過
す

ごすことのできる場所
ば し ょ

 

(N=216) 

介助者
かいじょしゃ

や支援者
しえんしゃ

の付
つ

き添
そ

い 

(N=138) 

見
み

に行
い

きたいと思
おも

うスポーツや 

芸術文化
げいじゅつぶんか

イベントの開催
かいさい

 

(N=132) 

交通
こうつう

機関
き か ん

や公共施設
こうきょうしせつ

の改善
かいぜん

 

(N=110) 

スポーツや趣味
し ゅ み

の講習会
こうしゅうかい

 

(N=107) 

イベントなどの情 報
じょうほう

が 

簡単
かんたん

にわかる仕組
し く

み 

(N=104) 

より高
たか

い資格
し か く

・能 力
のうりょく

を 

身
み

につけるための講座
こ う ざ

・教 室
きょうしつ

 

(N=102) 

活動
かつどう

を応援
おうえん

する 

ボランティアの養成
ようせい

 

(N=61) 

スポーツ大会
たいかい

や文化
ぶ ん か

祭
さい

など 

練 習
れんしゅう

の成果
せ い か

を発 表
はっぴょう

する場所
ば し ょ

 

(N=36) 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

などの 

コミュニケーションの支援
し え ん

 

(N=17) 

その他
た

 

(N=34) 

特
とく

にない 

(N=251) 

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=154) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

(N=235) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

【グラフ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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選択肢
せ ん たく し

の下
した

のＮ数
すう

は、「18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

」での回答者数
かいとうしゃすう
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

の 考
かんが

え方
かた

を広報
こうほう

・啓発
けいはつ

し、ボランティア環 境
かんきょう

の整備
せ い び

や、ボランティア体験
たいけん

を推進
すいしん

することにより、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らせるように、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

か

らの身近
み ぢ か

な支援
し え ん

のある環 境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

みます。また、上位
じょうい

計画
けいかく

である「枚方市
ひらかたし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」にしたがい、複数
ふくすう

分野
ぶ ん や

の福祉
ふ く し

計画
けいかく

と連携
れんけい

して、市民
し み ん

ボランティアなどによる

包括的
ほうかつてき

・総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

を推進
すいしん

します。 

さらに、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターや障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

などと連携
れんけい

して、スポーツ

や文化
ぶ ん か

などのイベントを開催
かいさい

し、障 害
しょうがい

のある人
ひと

同士
ど う し

や、障 害
しょうがい

のある人
ひと

と地域
ち い き

住 民
じゅうみん

との

交 流
こうりゅう

を推進
すいしん

します。そういった交 流
こうりゅう

の機会
き か い

や拠点
きょてん

を整備
せ い び

することにより、障 害
しょうがい

のある

人
ひと

が気軽
き が る

に楽
たの

しめる居場所
い ば し ょ

づくりを進
すす

め、すべての人
ひと

が地域
ち い き

社会
しゃかい

に参加
さ ん か

できるまちづく

りに努
つと

めます。 

 

 

（１）地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の普及
ふきゅう

 

市民
し み ん

が主体的
しゅたいてき

に担
にな

う地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

を

促進
そくしん

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

え方
かた

の

普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに、活動
かつどう

の紹介
しょうかい

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

 

「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

福祉協
ふくしきょう

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

による地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

への

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
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

総
そう

合
ごう

相
そう

談
だん

担
たん

当
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

） 
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

ボランティア活動
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

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

（枚方市
ひらかたし

ボランティア

センター）等
とう

と連携
れんけい

して、ボランティ

アが円滑
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

 

ボランティア体験
たいけん

の推進
すいしん

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

（枚方市
ひらかたし

ボランティア

センター）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）地域
ち い き

交流
こうりゅう

の推進
すいしん

と居場所
い ば し ょ

づくり 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

交流
こうりゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

と連携
れんけい

し、障害
しょうがい

の

有無
う む

に関
かか

わらずともに楽
たの

しめるレクリ

エーションや文化
ぶ ん か

・スポーツ活
かつ

動
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
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

） 

身近
み ぢ か

な居場所
い ば し ょ

づくり 

障害者
しょうがいしゃ

が日常的
にちじょうてき

に、気軽
き が る

に立
た

ち寄
よ

り

時間
じ 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

福祉室
ふくししつ

 

（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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

第
だい

２節
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

 
 

■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・パラリンピックの開催
かいさい

を契機
け い き

に

まちのバリアフリー化
か

は全国的
ぜんこくてき

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、快適
かいてき

で暮
く

らしやすい生活
せいかつ

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

もが安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる建築物
けんちくぶつ

、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
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
ほん

市
し

では、障 害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

等
とう

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、「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（バリアフリー

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

整備
せ い 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、多目的
たもくてき

トイレ等
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、スロープ等
とう

の設置
せ っ ち

を取
と

り入
い

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、バリアフリー化
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
とう

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

交通
こうつう

バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

」

等
とう

に基
もと

づき、市内
し な い

の駅
えき

及
およ

び道路
ど う ろ

等
とう

の本市
ほ ん し

におけるバリアフリー化
か

事業
じぎょう

について、各事
か く じ

業 者
ぎょうしゃ

や施設
し せ つ

を利用
り よ う

する当事者
とうじしゃ

からなる枚方市
ひらかたし

バリアフリー推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

を開催
かいさい

し、バリ

アフリーに関
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

にバリアフリー化
か

を図
はか

ってきました。市内
し な い

全
ぜん

12

駅
えき

ではエレベーターやスロープ等
とう

の設置
せ っ 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

の障害物
しょうがいぶつ

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

くの市民
し み ん

が日常的
にちじょうてき

に利用
り よ う

する施設
し せ つ

や道路
ど う ろ

等
とう

が、 必
かなら

ずしも障害者
しょうがいしゃ

に十 分
じゅうぶん

配慮
はいりょ

されているとはいえません。 

また、住
じゅう

環 境
かんきょう

について、障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

が、誰
だれ

と、どこで、どのように暮
く

らすのかを選択
せんたく

できる社会
しゃかい

を実現
じつげん

するために、地域
ち い き

において障 害
しょうがい

特性
とくせい

に対応
たいおう

した住 宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

・改善
かいぜん

を

進
すす

めていくことが重 要
じゅうよう

です。 

障害者
しょうがいしゃ

の住
す

まいの確保
か く ほ

については、地域
ち い き

で暮
く

らすための基盤
き ば ん

となるグループホームの

整備
せ い び

を進
すす

める一方
いっぽう

で、グループホームの整備
せ い び

促進
そくしん

にあたっては、消 防
しょうぼう

設備
せ つ び

の義務化
ぎ む か

への
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対応
たいおう

や支援員
しえんいん

の確保
か く ほ

、周 辺
しゅうへん

住 民
じゅうみん

の理解
り か い

等
とう

、様々
さまざま

な課題
か だ い

があります。 

住
す

まいの確保
か く ほ

・改善
かいぜん

を進
すす

めるとともに、情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

及
およ

び提 供
ていきょう

と相談
そうだん

の充 実
じゅうじつ

が課題
か だ い

となっています。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
ちょうさ

では、「外 出
がいしゅつ

について困
こま

ることは何
なに

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

３割
わり

の方
かた

が「困
こま

った時
とき

にどうすればいいのか心配
しんぱい

」、約
やく

２割
わり

の方
かた

が「休 憩
きゅうけい

できる

場所
ば し ょ

が少
すく

ない」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、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「道路
ど う ろ

や駅
えき

に階段
かいだん

や段差
だ ん さ

が多
おお

い」「外出先
がいしゅつさき

の建物
たてもの

の設備
せ つ び

が不便
ふ べ ん

」、知的
ち て き

障 害
しょうがい

の

ある人
ひと

では「切符
き っ ぷ

の買
か

い方
かた

や乗換
の り か

えの方法
ほうほう

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

障 害
しょうがい

のある人
ひと

では「切符
き っ ぷ

の買
か

い方
かた

や乗換
の り か

えの方法
ほうほう

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

「切符
き っ ぷ

の買
か

い方
かた

や乗換
の り か

えの方法
ほうほう

がわかりにくい」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

べて多
おお

い傾向
けいこう

にあります。前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

に引
ひ

き続
つづ

き、駅
えき

や道路
ど う ろ

の段差
だ ん さ

、外出先
がいしゅつさき

の建物
たてもの

の設備
せ つ び

が不便
ふ べ ん

なことなど、外 出
がいしゅつ

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、今後
こ ん ご

も各施設
かくしせつ

・設備
せ つ び

に

おいて、順次
じゅんじ

整備
せ い 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

へのニーズが高
たか

く、コミュニケーション手段
しゅだん

の整備
せ い び

が課題
か だ い

です（ｐ.36 グラフ３参 照
さんしょう

）。 
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27.6 

22.6 

19.4 

16.3 

15.7 

14.7 

14.6 

12.5 

10.9 

9.8 

7.8 

7.2 

18.0 

24.3 

26.8 

19.7 

16.5 

20.9 

9.9 

5.5 

9.9 

7.4 

8.5 

6.6 

44.7 

19.1 

11.5 

13.6 

13.6 

11.1 

17.4 

31.5 

13.2 

19.6 

5.5 

9.4 

28.5 

21.9 

10.9 

10.5 

22.3 

5.5 

23.0 

7.4 

12.9 

4.7 

9.0 

7.8 

45.5 

18.2 

5.8 

8.4 

15.6 

4.5 

23.4 

23.4 

14.3 

14.3 

4.5 

10.4 

27.1 

21.2 

22.4 

17.6 

18.8 

21.2 

17.6 

14.1 

16.5 

10.6 

4.7 

15.3 

47.4 

12.1 

11.2 

12.1 

7.8 

12.9 

16.4 

26.7 

12.1 

7.8 

6.9 

4.3 

0 10 20 30 40 50

困った時にどうすれば

いいのか心配

(N=233)

休憩できる場所が少ない

(N=191)

道路や駅に階段や段差が多い

(N=164)

列車やバスの乗り降りが困難

(N=138)

発作等突然の身体の変化が心配

(N=133)

外出先の建物の設備が不便

（通路、トイレ、エレベーター等）

(N=124)

周囲の目が気になる

(N=123)

切符の買い方や乗換えの

方法がわかりにくい

(N=106)

外出にお金がかかる

（ヘルパーの利用料など）

(N=92)

介助者が確保できない

(N=83)

公共交通機関が少ない（ない）

(N=66)

その他

(N=61)

18歳以上全体(N=845) 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)

(％)

困
こま

った時
とき

にどうすれば 

いいのか心配
しんぱい

 

(N=233) 

休 憩
きゅうけい

できる場所
ば し ょ

が少
すく

ない 

(N=191) 

道路
ど う ろ

や駅
えき

に階段
かいだん

や段差
だ ん さ

が多い 

(N=164) 

列車
れっしゃ

やバスの乗
の

り降
お

りが困難
こんなん

 

(N=138) 

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

 

(N=133) 

外出先
がいしゅつさき

の建物
たてもの

の設備
せ つ び

が不便
ふ べ ん

 

（通路
つ う ろ

、トイレ、エレベーター等
とう

） 

(N=124) 

周囲
しゅうい

の目
め

が気
き

になる 

(N=123) 

切符
き っ ぷ

の買
か

い方
かた

や乗換
の り か

えの 

方法
ほうほう

がわかりにくい 

(N=106) 

外 出
がいしゅつ

にお金
かね

がかかる 

（ヘルパーの利用料
りようりょう

など） 

(N=92) 

介助者
かいじょしゃ

が確保
か く ほ

できない 

(N=83) 

公共交通機関
こうきょうこうつうきかん

が少
すく

ない（ない） 

(N=66) 

その他
た

 

(N=61) 

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=154) 

知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

(N=235) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

【グラフ３：外出
がいしゅつ

について困
こま

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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選択肢
せ ん たく し

の下
した

のＮ数
すう

は、「18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

」での回答者数
かいとうしゃすう
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■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

引
ひ

き続
つづ

き「枚方市
ひらかたし

交通
こうつう

バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

」などに基
もと

づき、公 共
こうきょう

施設
し せ つ

や公園
こうえん

、道路
ど う ろ

などが、障 害
しょうがい

のある人
ひと

を含
ふく

めたすべての人
ひと

に住
す

みよく、居心地
い ご こ ち

のよいまちづくりを進
すす

め

ます。安全
あんぜん

で快適
かいてき

に移動
い ど う

できる環 境
かんきょう

の整備
せ い 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

しては、多目的
たもくてき

トイレやスロープを設置
せ っ ち

して一層
いっそう

のバリアフリー化
か

を進
すす

めることで、

生活
せいかつ

環 境
かんきょう

全体
ぜんたい

のアクセシビリティの確保
か く ほ

に取
と

り組
く

みます。 

また、住
じゅう

環 境
かんきょう

については、グループホームの整備
せ い び

促進
そくしん

や、重度
じゅうど

の障 害
しょうがい

のある人
ひと

が活用
かつよう

しやすい住 宅
じゅうたく

改造
かいぞう

の助成
じょせい

などを図
はか

り、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で暮
く

らし続
つづ

けら

れる環 境
かんきょう

づくりをめざすとともに、そういった住 宅
じゅうたく

や生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

に関
かか

わる情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

やセーフティネット住 宅
じゅうたく

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

システムの活用
かつよう

など、必要
ひつよう

とする人
ひと

へのわかりやす

い相談
そうだん

支援
し え ん

・情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

につなげるよう努
つと

めます。 

住 宅
じゅうたく

入 居
にゅうきょ

等
とう

支援
し え ん

事業
じぎょう

については、今後
こ ん ご

必要性
ひつようせい

を検討
けんとう

します。 

 

（１）バリアフリーの整備
せ い び

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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
り

用
よう

しやすい公共
こうきょう

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、多目的
たもくてき

トイレ、スロープ

等
とう

を設置
せ っ ち

し、バリアフリー化
か

を進
すす

めま

す。 

施設
し せ つ

整備室
せいびしつ

 

まなび舎
や

整備室
せいびしつ

 

（施設
し せ つ

管理課
か ん り か

） 

公園
こうえん

の整備
せ い び

・改善
かいぜん

 

すべての利用者
りようしゃ

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、バリアフリー化
か

を順次
じゅんじ

進
すす

めま

す。 

みち・みどり室
しつ

 

駅
えき

及
およ

び周辺
しゅうへん

のバリアフ

リー化
か

 

障害者
しょうがいしゃ

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
ほ ど う

の段差
だ ん さ

解消
かいしょう

、点字
て ん じ

ブロックの敷設
ふ せ つ

など歩道
ほ ど う

の

バリアフリー化
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

め関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を 行
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

 

歩道
ほ ど う

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

 

障害者
しょうがいしゃ

の通行
つうこう

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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施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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

の改善
かいぜん

を図
はか

るため、ガー

ドレール、カーブミラーなど交通
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

 

福祉
ふ く し

移送
い そ う

サービス 

障害者
しょうがいしゃ

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、サービスの提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

グループホームの拡充
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
ともな

う整備
せ い び

を 行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

へ支援
し え ん

を行
おこな

い、グループホ

ームの整備
せ い び

促進
そくしん

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

） 

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

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する 住宅
じゅうたく

改造費
かいぞうひ

の

一部
い ち ぶ

助成
じょせい

については、さらなる周知
しゅうち

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

な対象者
たいしょうしゃ

がより活用
かつよう

しやすい要件
ようけん

と

するなど、制度
せ い 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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

住
す

まいに関
かん

する相談
そうだん

と

情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

住宅
じゅうたく

を含
ふく

めた生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

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

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

で実施
じ っ し

し

ていくとともに、情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

・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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

 

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

 
 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

心
こころ

のバリアフリーを推進
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」保育
ほ い く

・教 育
きょういく

を継続
けいぞく

して進
すす

めることが必要
ひつよう

であり、障 害
しょうがい

の

ある子
こ

どもの健
すこ

やかな成 長
せいちょう

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
おこな

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

どもと保護者
ほ ご し ゃ

を対 象
たいしょう

に、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
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。また、NICU

（新生児
しんせいじ

集 中
しゅうちゅう

治療室
ちりょうしつ

）から在宅
ざいたく

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

する身体
しんたい

障害児
しょうがいじ

及
およ

び長期
ちょうき

療養児
りょうようじ

については、

退院前
たいいんまえ

から医療
いりょう

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、退院後
たいいんご

も円滑
えんかつ

に医療
いりょう

・療 育
りょういく

が受
う

けられるよう支援
し え ん

してい

ます。 

地域
ち い き

の公
こう

私立
し り つ

保育所
ほいくしょ

（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
とう

の受
う

け入
い
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だ
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し
ょ
う 

れを 行
おこな

っています。障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

制度
せ い ど

の認定
にんてい

を受
う

けた子
こ

どもへのフォローとして、必要
ひつよう

に

応
おう

じて加配
か は い

保育士
ほ い く し

の配置
は い ち

等
とう

を 行
おこな

っています。また、専
せん

門
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
ほいくしょ

（園
えん

）・認定
にんてい

こども園
えん

）を 行
おこな

い、保育
ほ い く

・教 育
きょういく

の手立
て だ

ての指針
し し ん

にす

るとともに、保護者
ほ ご し ゃ

面接
めんせつ

も適宜
て き ぎ

実施
じ っ し

し、関係
かんけい

機関
き か ん

とも連携
れんけい

を取
と

りながら、相談
そうだん

・助言
じょげん

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

の障害児
しょうがいじ

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

コーディネーターを中 心
ちゅうしん

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
すい

進し

ています。 

市立
し り つ

ひらかた子
こ

ども発達
はったつ

支援
し え ん

センターは、幼児
よ う じ

療 育
りょういく

園
えん

とすぎの木
き

園
えん

の合築
ごうちく

による移転
い て ん

建替
た て か

えにより、平成
へいせい

31年
ねん

４月
がつ

にオープンしました。センターでは、障 害
しょうがい

や発達
はったつ

に関
かか

わ

る相談
そうだん

に幅広
はばひろ

く応
おう

じるとともに、子
こ

どもたち一人
ひ と り

ひとりの発達
はったつ

状 況
じょうきょう

や障 害
しょうがい

特性
とくせい

にあわ

せた専門的
せんもんてき

な保育
ほ い く

･療 育
りょういく

を提 供
ていきょう

することにより、子
こ

どもの健
すこ

やかな成 長
せいちょう

発達
はったつ

を 促
うなが

し、

その可能性
かのうせい

を広
ひろ

げ、家庭
か て い

･地域
ち 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

デイサービス事業
じぎょう

につきましては、利用
り よ う

ニーズも高
たか

く、利
り

用
よう

実績
じっせき

も増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。これは、利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

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、保護者
ほ ご し ゃ

にとっては、療 育
りょういく

が受
う

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、一方
いっぽう

では、サービス 量
りょう

の急 増
きゅうぞう

に 伴
ともな

い、質
しつ

の確保
か く ほ

が課題
か 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

っている留守
る す

家庭
か て い

児童会室
じどうかいしつ

については、受
う

け入
い

れ

対 象
たいしょう

学年
がくねん

の拡大
かくだい

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

児童会室
じどうかいしつ

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。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
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
とう

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
た

の家族
か ぞ く

が介助
かいじょ

する」割合
わりあい

が多
おお

く、「短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

サービスや日 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、「対応
たいおう

できず困
こま

る」割合
わりあい

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

どもの介助
かいじょ

は家族
か ぞ く

や親族
しんぞく

に頼
たよ

る傾向
けいこう

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

るため、今後
こ ん 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場所
い ば し ょ

づくりが求
もと

められていま

す（ｐ.40 グラフ４参 照
さんしょう

）。 
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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

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=349) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=98) 

他
た

の家族
か ぞ く

が介助
かいじょ

する 

近
ちか

くの親族
しんぞく

や知
し

り合
あ

いなどが介助
かいじょ

する 

短期入所
たんきにゅうしょ

サービスや日中一時
にっちゅういちじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を利用
り よ う

する 

一人
ひ と り

でできる（あまり困
こま

らない） 

対応
たいおう

できず困
こま

る 

その他
た

 

無回答
む か い と う

 

【グラフ４：介助者
かいじょしゃ

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年度
ね ん ど

障害
しょうがい

者
しゃ

アンケート）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策
し 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

や新生児
しんせいじ

聴 覚
ちょうかく

検査
け ん さ

などを通
つう

じた障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

めます。また、

健
けん

診後
し ん ご

には経過
け い か

観察
かんさつ

などのフォローを通
つう

じて、NICU退院
たいいん

時
じ

には医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

を通
つう

じ早期
そ う き

対応
たいおう

に努
つと

め、子
こ

どもと保護者
ほ ご し ゃ

への発達
はったつ

相談
そうだん

や療 育
りょういく

と医療
いりょう

の連携
れんけい

などを図
はか

り、育児
い く じ

支援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

させるとともに、子
こ

どもの健
すこ

やかな成 長
せいちょう

や発達
はったつ

を支援
し え ん

するよう努
つと

めます。

個別
こ べ つ

の療 育
りょういく

や保護者
ほ ご し ゃ

への指導
し ど う

などをきめ細
こま

やかに提 供
ていきょう

するとともに、医師
い し

等
とう

の専門
せんもん

職
しょく

による相談
そうだん

やリハビリテーションの提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

などに努
つと

めます。また、支援
し え ん

を必要
ひつよう

と

する子
こ

どもと保護者
ほ ご し ゃ

を対 象
たいしょう

に「地域
ち い き

子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

」や子育
こ そ だ

て講座
こ う ざ

などを実施
じ っ し

し、地域
ち い き

における子
こ

どもの発達
はったつ

や障 害
しょうがい

への理解
り か い

を深
ふか

めるよう取
と

り組
く

みます。 

庁 内
ちょうない

と、療 育
りょういく

機関
き か ん

、保育
ほ い く

・教 育
きょういく

機関
き か ん

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などの関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を推進
すいしん

し、障害児
しょうがいじ

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

などを通
つう

じた情 報
じょうほう

の共 有
きょうゆう

に努
つと

めることで、総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

し、

子
こ

どもへの切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

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「ともに生
い

き、ともに育
そだ

つ」ために、障 害
しょうがい

の有無
う む

に

かかわらず成 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
しゅうがくぜん

教 育
きょういく

を 行
おこな

えるように、職 員
しょくいん

の専門
せんもん

知識
ち し き

の向 上
こうじょう

や、適切
てきせつ

な人材
じんざい

配置
は い ち

など

に取
と

り組
く

みます。 

小
しょう

・ 中
ちゅう

学校
がっこう

などでの教 育
きょういく

においては、専門家
せんもんか

による巡 回
じゅんかい

相談
そうだん

を活用
かつよう

するなど、子
こ

どもと保護者
ほ ご し ゃ

への相談
そうだん

の機会
き か い

や、教 職 員
きょうしょくいん

への助言
じょげん

の機会
き か い

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスや日 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、地域
ち い き

での子
こ

どもの居場所
い ば し ょ

づくりを推進
すいしん

します。 
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（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

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

乳
にゅう

幼
よう

児
じ

健
けん

康
こう

診
しん

査
さ

の推
すい

進
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

のフォローを通
つう

じて

保護者
ほ ご 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

福祉室
ふくししつ

 

（母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

） 

早期
そ う き

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

 

健
けん

康診査
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

が必要
ひつよう

な子
こ

どもと保護者
ほ ご 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
し ど 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、保護者
ほ ご 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。 

NICU（新生児
しんせいじ

集 中
しゅうちゅう

治療室
ちりょうしつ

）から在宅
ざいたく

生活
せいかつ

へ

移行
い こ う

する身体
しんたい

障害児
しょうがいじ

及
およ

び長期
ちょうき

療養児
りょうようじ

につい

ては、退院前
たいいんまえ

から医療
いりょう

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、退院後
たいいんご

も円滑
えんかつ

に医療
いりょう

・療育
りょういく

が受
う

けられるよう支援
し え ん

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

） 

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

、保護者
ほ ご 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

とした個別
こ 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、個々
こ 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

福祉室
ふくししつ

 

（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 
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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

その保護者
ほ ご し ゃ

を対象
たいしょう

に、「地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

」を

実施
じ っ し

し、遊
あそ

びや集
しゅう

団
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
こ

ど

も発達
はったつ

支援
し え ん

センタ

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

） 

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

福祉室
ふくししつ

（母子
ぼ し

保健
ほ け ん

担当
たんとう

）、 療育
りょういく

機関
き 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

から中学
ちゅうがく

・高等
こうとう

学校
がっこう

、中学
ちゅうがく

・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

のニーズに応
おう

じた進路
し ん ろ

の選択
せんたく

が

行
おこな

えるよう、庁内
ちょうない

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

ります。また、枚方市
ひらかたし

障害児
しょうがいじ

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
とう

でのフォロー児童
じ ど う

等
とう

）並
なら

びにその家族
か ぞ く

が抱
かか

える様々
さまざま

な問題
もんだい

に

対
たい

して、情報
じょうほう

交換
こうかん

、意見
い け ん

交換
こうかん

等
とう

を 行
おこな

い、

関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を図
はか

ります。支援
し え ん

度合
ど あ

いが

高
たか

い 障
しょう

害
がい

児
じ

や高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

害
がい

児
じ

について

も必要
ひつよう

な情
じょう

報
ほう

共
きょう

有
ゆう

を図
はか

っていきます。 

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

） 

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

） 

公立
こうりつ

保育
ほ い く

幼稚園課
よ う ち え ん か

 

子
こ

どもの育
そだ

ち見守
み ま も

りセンター 

教育
きょういく

支援
し え ん

推進室
すいしんしつ

 

（ 児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

支
し

援
えん

担
たん

当
とう

） 

教育
きょういく

指導課
し ど う か

 

放課後
ほ う か ご

子
こ

ども課
か

 

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
ほいくしょ

（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」保育
ほ い く

を実施
じ っ し

するとともに、

職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

や必要
ひつよう

な人材
じんざい

の配置
は い ち

等
とう

によ

り、障害
しょうがい

のある子
こ

どもの支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を

図
はか

ります。 

公立
こうりつ

保育
ほ い く

幼稚園課
よ う ち え ん か

 

子
こ

どもの育
そだ

ち見守
み ま も

りセンター 

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
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービ

スの充実
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

する障害児
しょうがいじ

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
おこな

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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

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

） 

留
る

守
す

家
か

庭
てい

児
じ

童
どう

会
かい

室
しつ

運
うん

営
えい

事
じ

業
ぎょう

 

平成
へいせい

30年度
ね ん ど

より、第
だい

1学年
がくねん

から 6学年
がくねん

までの

全学年
ぜんがくねん

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。 

放課後
ほ う か ご

子
こ

ども課
か

 

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、個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

等
とう

を活用
かつよう

し、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

等
とう

のニー

ズに応
おう

じた適切
てきせつ

な教育
きょういく

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

などのスタッフ及
およ

び専門家
せんもんか

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

推進室
すいしんしつ

 

（ 児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

支
し

援
えん

担
たん

当
とう

） 

教育
きょういく

研修課
けんしゅうか

 

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、

保護者
ほ ご 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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

相談
そうだん

の実施
じ っ し

と保護者
ほ ご し ゃ

との連携
れんけい

 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもの保護者
ほ ご し ゃ

への相談
そうだん

を 行
おこな

うとともに、保護者
ほ ご 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

推進室
すいしんしつ

 

（ 児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

支
し

援
えん

担
たん

当
とう

） 

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、進路
し ん ろ

指導
し ど う

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

教育
きょういく

支援
し え ん

推進室
すいしんしつ

 

（ 児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

支
し

援
えん

担
たん

当
とう

） 
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第
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（第
だい

４次
じ

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

３．災害
さいがい

対策
たいさく

 
 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

近年
きんねん

、全国
ぜんこく

各地
か く ち

において頻繁
ひんぱん

に災害
さいがい

が発生
はっせい

しており、災害
さいがい

対策
たいさく

については国
くに

において

も喫緊
きっきん

の課題
か だ い

となっています。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、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する災害
さいがい

対策
たいさく

の重要性
じゅうようせい

が 改
あらた

めて認識
にんしき

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

への受入
う け 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

要支援者
ようしえんしゃ

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

における障害者
しょうがいしゃ

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

な高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

として、「災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

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

支援者
しえんしゃ

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、避難後
ひ な ん ご

において、避難所
ひなんじょ

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

避難所
ひなんじょ

」として、バリアフリー整備
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年度
ね ん ど

ま

でに指定
し て い

しています。また、平成
へいせい

30年度
ね ん 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」に代
か

えて、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、周囲
しゅうい

の配慮
はいりょ

や手助
て だ す

けをお願
ねが

いしやすく

する「ヘルプカード」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
とう

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

、また避難先
ひなんさき

での支援
し え ん

等
とう

についても、

障害者
しょうがいしゃ

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

要支援者
ようしえんしゃ

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

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

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
ち い き

ぐるみで日常的
にちじょうてき

な関係
かんけい

づくりに取
と

り組
く

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

や避難所
ひなんじょ

等
とう

に避難
ひ な ん

される市民
し み ん

の中
なか

には、障害者
しょうがいしゃ

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
とう

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

にはボランティアの幅広
はばひろ

い活動
かつどう

が重 要
じゅうよう

であり、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

し

て、ボランティアの活動
かつどう

内容
ないよう

の質
しつ

の向 上
こうじょう

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

障害者
しょうがいしゃ

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

障害者
しょうがいしゃ

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

を年
ねん

１回
かい

実施
じ っ し

しています。 

また令和
れ い わ

２年
ねん

に感染
かんせん

拡大
かくだい

をした新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

については、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、日 常
にちじょう

からの予防
よ ぼ う

対策
たいさく

についての啓発
けいはつ

や周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、国
くに

や府
ふ

の動
うご

きについての正確
せいかく

な情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を 行
おこな

うとともに、市
し

独自
ど く じ

の対応
たいおう

策
さく

も実施
じ っ し

しました。 
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【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
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

や避難
ひ な ん

生活
せいかつ

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

５割
わり

の方
かた

が「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の設備
せ つ び

（トイ

レ等
とう

）や生活
せいかつ

環 境
かんきょう

が不安
ふ あ ん

」、ほぼ同
おな

じ割合
わりあい

の方
かた

が「投薬
とうやく

や治療
ちりょう

が受
う

けられない」を挙
あ

げ

ています。また、今
こん

回
かい

調査
ちょうさ

では、次
つ

いで４割
わり

以上
いじょう

の方
かた

が「コロナウイルス感染症
かんせんしょう

などへ

の感染
かんせん

が不安
ふ あ ん

」と回答
かいとう

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」、

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
くら

べて多
おお

い傾向
けいこう

にあります。前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

に引
ひ

き続
つづ

き、投薬
とうやく

・治療
ちりょう

の

心配
しんぱい

やトイレ等
とう

の設備面
せつびめん

などへの不安
ふ あ ん

が多
おお

く指摘
し て き

されています。また、障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

によっ

ては、周囲
しゅうい

とのコミュニケーションへの不安
ふ あ ん

が挙
あ

げられており、コミュニケーション支援
し え ん

の一層
いっそう

の整備
せ い び

が課題
か だ い

です（ｐ.46 グラフ５参 照
さんしょう

）。 
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19.9 
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18.4 

16.5 

12.3 

7.0 
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6.6 

4.7 
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49.4 
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51.5 

30.2 

53.6 

40.9 

37.0 

28.9 
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41.8 
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34.4 
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31.8 

41.6 
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54.1 
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38.8 

29.4 

34.1 

30.6 

18.8 

18.8 
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11.8 

10.6 
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56.0 

50.0 

25.9 

48.3 

35.3 

33.6 

34.5 

23.3 

34.5 

10.3 

20.7 

0.9 

0 20 40 60 80 100

投薬や治療が受けられない

(N=419)

避難場所の設備（トイレ等）や

生活環境が不安

(N=402)

コロナウイルス感染症などへの

感染が不安

(N=365)

安全なところまで、

迅速に避難することができない

(N=346)

プライバシーの配慮がされない

(N=271)

周囲とコミュニケーションがとれない

(N=248)

救助を求めることができない

(N=198)

被害状況、避難場所などの

情報が入手できない

(N=198)

避難場所の雑音、騒音に耐えられない

(N=193)

避難する場所がわからない

(N=149)

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）

(N=118)

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）

(N=79)

配給のお弁当が食べられない

(N=53)

その他

(N=40)

18歳以上全体(N=845) 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)

(％)

投薬
とうやく

や治療
ちりょう

が受
う

けられない 

(N=419) 

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の設備
せ つ び

（トイレ等
とう

）や 

生活
せいかつ

環 境
かんきょう

が不安
ふ あ ん

 

(N=402) 

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

などへの 

感染
かんせん

が不安
ふ あ ん

 

(N=365) 

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 

(N=346) 

プライバシーの配慮
はいりょ

がされない 

(N=271) 

周囲
しゅうい

とコミュニケーションがとれない 

(N=248) 

救 助
きゅうじょ

を求
もと

めることができない 

(N=198) 

被害
ひ が い

状 況
じょうきょう

、避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

などの 

情 報
じょうほう

が入 手
にゅうしゅ

できない 

(N=198) 

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の雑音
ざつおん

、騒音
そうおん

に耐
た

えられない 

(N=193) 

避難
ひ な ん

する場所
ば し ょ

がわからない 

(N=149) 

他
ほか

の避難者
ひなんしゃ

から叱
しか

られると思
おも

うと不安
ふ あ ん

 

（大声
おおごえ

をあげる等
とう

をすることにより） 

(N=118) 

補
ほ

装具
そ う ぐ

の使用
し よ う

が困難
こんなん

になる 

（入 手
にゅうしゅ

が困難
こんなん

になるなども含
ふく

む） 

(N=79) 

配 給
はいきゅう

のお弁当
べんとう

が食
た

べられない 

(N=53) 

その他
た

 

(N=40) 

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=154) 

知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

(N=235) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

【グラフ５：災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

や避難
ひ な ん

生活
せいかつ

で困
こま

ることや不安
ふ あ ん

（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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選択肢
せ ん たく し

の下
した

のＮ数
すう

は、「18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

」での回答者
かいとうしゃ

数
すう
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■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

災害
さいがい

の発生
はっせい

する前
まえ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

においては、障 害
しょうがい

のある人
ひと

と家族
か ぞ く

や、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービ

ス事業所
じぎょうしょ

などの防災
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、引
ひ

き続
つづ

き、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

を進
すす

めます。避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

の作成
さくせい

と情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

においては、個人
こ じ ん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

など

の課題
か だ い

に配慮
はいりょ

しながら、地域
ち い き

での支援
し え ん

の必要
ひつよう

な人
ひと

をできるかぎり把握
は あ く

する方法
ほうほう

と、効果的
こうかてき

な情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

の手段
しゅだん

を検討
けんとう

します。 

また、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

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

む自主
じ 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

われるように、地域
ち い き

ぐるみの日頃
ひ ご ろ

の見守
み ま も

りや、困
こま

ったときに周囲
しゅうい

に支援
し え ん

をお願
ねが

いしやすくする「ヘルプカード」の配布
は い ふ

など、普段
ふ だ ん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

での障 害
しょうがい

のある人
ひと

と地域
ち い き

住 民
じゅうみん

との交 流
こうりゅう

の機会
き か い

を増
ふ

やすよう努
つと

めることで、緊 急
きんきゅう

時
じ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の確立
かくりつ

を図
はか

ります。 

災害
さいがい

などの緊 急
きんきゅう

時
じ

においては、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた避難
ひ な ん

生活
せいかつ

をできる福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の

充 実
じゅうじつ

などを進
すす

めるとともに、避難先
ひなんさき

での地域
ち い き

住 民
じゅうみん

との共 同
きょうどう

生活
せいかつ

への配慮
はいりょ

や、災害
さいがい

時
じ

で

も必要
ひつよう

な医療
いりょう

支援
し え ん

を受
う

けられる体制
たいせい

の確保
か く ほ

などに取
と

り組
く

みます。また、地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

な

どに基
もと

づき、避難所
ひなんじょ

での感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

なども含
ふく

めた、二次
に じ

災害
さいがい

を防
ふせ

ぐ仕組
し く

みづくりを

推進
すいしん

します。 

なお、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の拡大
かくだい

を防止
ぼ う し

し、地域
ち い き

で障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らし

続
つづ

けられるよう、国
くに

や大阪府
おおさかふ

と連携
れんけい

し、今後
こ ん ご

も必要
ひつよう

に応
おう

じて障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

へ

消 毒
しょうどく

液
えき

やマスク等
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

えるよう努
つと

めます。また、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

時
じ

には手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

とタブレット端末
たんまつ

を利用
り よ う

して遠隔
えんかく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

できるよ

うにするなど、先進
せんしん

技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した取
と

り組
く

みをすすめます。 

また感染症発症
かんせんしょうはっしょう

の際
さい

は、保健所
ほけんじょ

や医療
いりょう

と福祉
ふ く し

との連携
れんけい

を図
はか

り、速
すみ

やかに適切
てきせつ

な対応
たいおう

を 行
おこな

います。 
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

（１）自然
し ぜ ん

災害
さいがい

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

避
ひ

難
なん

行
こう

動
どう

要
よう

支
し

援
えん

者
しゃ

の把
は

握
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
さい

害
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

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

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

福祉室
ふくししつ

 

（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

） 

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
じ

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

） 

ヘルプカードの配布
は い ふ

 

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、周囲
しゅうい

の配慮
はいりょ

や手助
て だ す

けをお願
ねが

いしやすくす

る「ヘルプカード」を配布
は い ふ

します。 

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

） 

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

の設置
せ っ ち

 

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

障害者
しょうがいしゃ

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

福祉室
ふくししつ

 

（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章
しょう

 障害者
しょうがいしゃ

計画
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（第
だい

４次
じ

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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

障害者
しょうがいしゃ

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、対象
たいしょう

世帯
せ た い

の把握
は あ く

に努
つと

めるとともに、利用
り よ う

を 促
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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

災害
さいがい

時
じ

における 

要配慮者
ようはいりょしゃ

の支援
し え ん

と福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

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、 障害者
しょうがいしゃ

の

安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

、避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

、避難所
ひなんじょ

生活
せいかつ

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

の整備
せ い び

に取
と

り組
く

みま

す。また、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた避
ひ

難
なん

生活
せいかつ

ができる福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

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

） 

難
なん

病
びょう

患
かん

者
じゃ

・ 重
じゅう

症
しょう

心
しん

身
しん

障
しょう

害
がい

児
じ

等
とう

への災
さい

害
がい

時
じ

対
たい

応
おう

 

指定
し て い

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

で 24 時間
じ か ん

人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

装着
そうちゃく

または気管
き か ん

切開
せっかい

を 行
おこな

っている

患者
かんじゃ

とその家族
か ぞ く

、人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

装着児
そうちゃくじ

と

その家族
か ぞ く

に対
たい

し、保健師
ほ け ん し

が個別
こ べ つ

に、

災害
さいがい

時
じ

に対応
たいおう

できるよう準備物
じゅんびぶつ

や

行動
こうどう

確認
かくにん

等
とう

の助言
じょげん

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

福祉室
ふくししつ

 

（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

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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

端末
たんまつ

を利用
り よ う

） 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が新型
しんがた

コロナウイルス

感染症
かんせんしょう

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

の手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

に

ついて、タブレット端末
たんまつ

等
とう

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

福祉室
ふくししつ

 

（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章
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 障害者
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（第
だい
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） 

第
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い

４
章

し
ょ
う 

第
だい

３節
せつ

 安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるサービスの確保
か く ほ

と提供
ていきょう

 
 

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

 

「障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

」および「児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

」により、障害者
しょうがいしゃ

および難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

が自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るために、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サ

ービス・障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の支給
しきゅう

決定
けってい

に際
さい

し、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

又
また

は、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

が必要
ひつよう

となりました。サービスについては、参 入
さんにゅう

する事業所
じぎょうしょ

の数
かず

も増
ふ

え、一定
いってい

利用
り よ う

拡大
かくだい

が図
はか

られています。 

サービスや対象者
たいしょうしゃ

の拡大
かくだい

・増加
ぞ う か

に 伴
ともな

い、「指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

」「指定
し て い

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

」をはじめ、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス全般
ぜんぱん

にわたる人材
じんざい

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、地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

へのニーズは多
おお

く、グループホームの新規
し ん き

開設
かいせつ

補助
ほ じ ょ

や運営
うんえい

補助
ほ じ ょ

を 行
おこな

い、サービス提 供
ていきょう

基盤
き ば ん

の整備
せ い 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

高齢者
こうれいしゃ

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

での受診
じゅしん

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

とした制度
せ い ど

運用
うんよう

をしているところです。 

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

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
ひらかた

市議
し ぎ

会報
かいほう

」

等
とう

について、点字版
てんじばん

、音声版
おんせいばん

を作成
さくせい

し、希望者
きぼうしゃ

に配付
は い ふ

するとともに、市
し

のホームページ

の「広報
こうほう

ひらかた WEB版
ばん

」では、音声
おんせい

ガイドを設
もう

けています。このように、行 政
ぎょうせい

情 報
じょうほう

等
とう

の多
おお

くが点字
て ん じ

や音声付
おんせいづ

きで対応
たいおう

されるよう、必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

が的確
てきかく

に伝
つた

わるよう、一層
いっそう

の

配慮
はいりょ

に努
つと

めるとともに、障害者
しょうがいしゃ

が多様
た よ う

な手段
しゅだん

を用
もち

いて情 報
じょうほう

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

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

を対 象
たいしょう

としたコミュニケーション支援
し え ん

については、従 前
じゅうぜん

から手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の派遣
は け ん

事業
じぎょう

やそれを支
ささ

える養成
ようせい

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

し、人材
じんざい

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

に努
つと

めてきました。令和
れ い わ

3年
ねん

３月
がつ

には、広
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
ふか

め、相互
そ う ご

にコミュニケーションを図
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

への理解
り か い

と手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

を図
はか

るため「手話
し ゅ わ

でつむぐ住
す

みよいまち枚方市
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、コロナ禍
か

にあっては、接 触
せっしょく

を防
ふせ

ぐために緊 急
きんきゅう

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支援
し え ん

アプリを搭載
とうさい

したタブレット型
がた

多機能
た き の う

情 報
じょうほう

端末
たんまつ

等
とう

の設置
せ っ ち

の拡大
かくだい

を図
はか

るとともに、情 報
じょうほう

やコミュニケーションに関
かん

する
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

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

18歳
さい

以上
いじょう

・計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

 (N=845) 

18歳
さい

以上
いじょう

・地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

 

 (N=845) 

18歳
さい

未満
み ま ん

・相談
そうだん

支援
し え ん

 

 (N=116) 

現在
げんざい

利用
り よ う

しており、そのサービスに満足
まんぞく

している 

現在
げんざい

利用
り よ う

しているが、そのサービスに満足
まんぞく

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 

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 

無回答
む か い と う

 

多様
た よ う

な支援
し え ん

機器
き き

は視覚
し か く

・聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

の生活
せいかつ

を飛躍的
ひやくてき

に向 上
こうじょう

させる可能性
かのうせい

を秘
ひ

めているため、その活用
かつよう

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
とう

と共 同
きょうどう

で盲
もう

ろう者向
し ゃ む

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
およ

び養成
ようせい

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

する等
とう

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

んでいます。 

また、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

の支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けコミュニケーション支援
し え ん

が必要
ひつよう

な重度
じゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

が医療
いりょう

機関
き か ん

に入 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

障害者
しょうがいしゃ

入 院
にゅういん

時
じ

コミュニケーション支援
し え ん

事業
じぎょう

」について、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

から行動
こうどう

援護
え ん ご

利用
り よ う

対象者
たいしょうしゃ

または行動
こうどう

援護
え ん ご

利用者
りようしゃ

等
とう

も対 象
たいしょう

としています。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
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割
わり

が利用
り よ う

していない 状 況
じょうきょう

です（ｐ.51 グラフ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、

「どんなサービスか知
し

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 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

前後
ぜ ん ご

が《相談
そうだん

支援
し え ん

》についてよく知
し

らない 状 況
じょうきょう

です（ｐ.52 グラフ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

なニーズがありながらサービスを利用
り よ う

できていない方
かた

が少
すく

なからずおら

れる可能性
かのうせい

があります。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

を支
ささ

えるためには、サービス内容
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年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

アンケート）】 
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

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

(％)

18歳
さい

以上
いじょう

・相談
そうだん

支援
し え ん

未利用
み り よ う

 

 (N=543) 

18歳
さい

未満
み ま ん

・相談
そうだん

支援
し え ん

未利用
み り よ う

 

(N=83) 

利用
り よ う

しなくても困
こま

らないから 

相談
そうだん

する内容
ないよう

がないから 

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 

どんなサービスか知
し

らないから 

その他
た

 

【グラフ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
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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

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

なサービスが受
う

けられるよう、必要
ひつよう

なサービス基盤
き ば ん

の確保
か く ほ

を図
はか

るとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

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

なサービス提 供
ていきょう

体制
たいせい

をめざします。また、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の

高齢化
こうれいか

に対応
たいおう

するため、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

との柔 軟
じゅうなん

な連携
れんけい

を検討
けんとう

し、高齢
こうれい

の障 害
しょうがい

のある人
ひと

への介護
か い ご

保険
ほ け ん

にはないサービスの提 供
ていきょう

などに取
と

り組
く

みます。支援
し え ん

度合
ど あ

いが高
たか

い障 害
しょうがい

の

ある人
ひと

や高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

についても適切
てきせつ

なサービスの提 供
ていきょう

に努
つと

めます。 

そういったさまざまな福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の確保
か く ほ

を図
はか

るため、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

や

枚方市
ひらかたし

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

連絡会
れんらくかい

等
とう

と 協 力
きょうりょく

し、ガイドヘルパー養成
ようせい

研 修
けんしゅう

の実施
じ っ し

や各種
かくしゅ

事業者
じぎょうしゃ

向
む

け研修会
けんしゅうかい

を通
つう

じ、介護
か い ご

等
とう

の人材
じんざい

の確保
か く ほ

や資質
し し つ

の向 上
こうじょう

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

事業所
じぎょうしょ

の質
しつ

の向 上
こうじょう

に取
と

り組
く

むとともに、介護
か い ご

職場
しょくば

の魅力
みりょく

も広報
こうほう

ひらかた等
とう

を通
つう

じて周知
しゅうち

します。 

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

と、手話
し ゅ わ

をはじめ、音訳
おんやく

、点訳
てんやく

、またＩＣＴ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支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

め、受診
じゅしん

・入 院
にゅういん

時
じ

の医療
いりょう

機関
き か ん

との意思
い し

疎通
そ つ う

の支援
し え ん

など、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

のさまざまな局 面
きょくめん

での交 流
こうりゅう

を支援
し え ん

していきます。そうする

ことで、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、情 報
じょうほう

に基
もと

づいて自分
じ ぶ ん

の意志
い し

を決定
けってい

し、それを表 現
ひょうげん

できる社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざします。 

 

 

（１）福祉
ふ く し

サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

と質
しつ

の向上
こうじょう

 

○各
かく

サービスの具体的
ぐたいてき

な利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう

については、第
だい

５ 章
しょう

「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

） 障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）」をご覧
らん

ください。  
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

様々
さまざま

な障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じて必要
ひつよう

なサー

ビス提供
ていきょう

ができるよう、事
じ

業者
ぎょうしゃ

と

連携
れんけい

して、介護
か い ご

の人材
じんざい

の資質
し し つ

の向上
こうじょう

に

努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

サービス 

事業所
じぎょうしょ

の新規
し ん き

開設
かいせつ

や定員増
ていいんぞう

等
とう

について

事
じ

業者
ぎょうしゃ

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

ケアへの対応
たいおう

等
とう

様々
さまざま

なニー

ズに対応
たいおう

したサービスの確保
か く ほ

に努
つと

めま

す。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

利用者
りようしゃ

ニーズに応
おう

じたサービス提供
ていきょう

の確保
か く ほ

に努
つと

めるとともに、事業者
じぎょうしゃ

の

支援
し え ん

施策
し さ く

と し て 既存事
き そ ん じ

業者
ぎょうしゃ

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
あら

たな日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

とこれを担
にな

いうる人材
じんざい

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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

グループホーム 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、新規
し ん き

開設
かいせつ

等
とう

に係
かか

る整備
せ い び

補助
ほ じ ょ

・運営
うんえい

に係
かか

る支援
し え ん

を行
おこな

い、グルー

プホームの整備
せ い び

促進
そくしん

を図
はか

ります。また、

世話人
せ わ に ん

の養成
ようせい

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

し、人材
じんざい

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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

移動
い ど う

支援
し え ん

 

増大
ぞうだい

し多様化
た よ う か

する利用者
りようしゃ

ニーズに対応
たいおう

するため、ガイドヘルパー養成
ようせい

研修
けんしゅう

を

実施
じ っ し

する等
とう

、人材
じんざい

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

対象者
たいしょうしゃ

の範囲
は ん い

や利用
り よ う

目的
もくてき

を見直
み な お

すなど、制度
せ い 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

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 

Ⅰ型
がた

は、多様
た よ う

なニーズに対応
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

の障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

の

中心的
ちゅうしんてき

役割
やくわり

としての機能
き の う

を高
たか

めます。

Ⅱ型
がた

・Ⅲ型
がた

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

、障害者
しょうがいしゃ

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

として、計画的
けいかくてき

に整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふくししつ

 

（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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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
とりあつかい

品目
ひんもく

や給付
きゅうふ

限度
げ ん ど

額
がく

を見直
み な お

す等
とう

して、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

実態
じったい

に見合
み あ

っ

たサービス提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

高齢
こうれい

障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

 

高齢
こうれい

障害者
しょうがいしゃ

のサービス利用
り よ う

は介護
か い ご

保険
ほ け ん

が優先
ゆうせん

ですが、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

を提供
ていきょう

します。また、障害
しょうがい

固有
こ ゆ う

のニ

ーズを考慮
こうりょ

したサービス提供
ていきょう

に努
つと

め

ます。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

福祉事
ふ く し じ

業者
ぎょうしゃ

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 事業所
じぎょうしょ

等
とう

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、自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

対象
たいしょう

サービス等
とう

の質
しつ

の確保
か く ほ

及
およ

び

自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

の適正化
てきせいか

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）多様
た よ う

なコミュニケーション 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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

・要約
ようやく

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、奉仕員
ほうしいん

の裾野
す そ の

を広
ひろ

げ、また、

有
ゆう

資格者
しかくしゃ

の拡大
かくだい

もめざします。 

地域
ち い き

健康
けんこう

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

手話
し ゅ わ

通訳者
つうやくしゃ

・要約
ようやく

筆記者
ひっきしゃ

等
とう

の派遣
は け ん

 

利用者
りようしゃ

のニーズに応
おう

じて、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・

要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

等
とう

を派遣
は け ん

します。また、登録
とうろく

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

のスキルアップを図
はか

るため

の現任
げんにん

研修
けんしゅう

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

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

点字
て ん じ

・音声
おんせい

・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
ひらかた

市議
し ぎ

会報
かいほう

、ひらか

た健康
けんこう

便利帳
べんりちょう

など市政
し せ い

情報
じょうほう

を点字
て ん じ

、

音声
おんせい

で提供
ていきょう

します。市
し

主催
しゅさい

事業
じぎょう

につい

て、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の設置
せ っ ち

を 働
はたら

きかけま

す。また、市
し

のホームページについて、

音声
おんせい

ガイドを設
もう

けるなど、ユニバーサ

ルデザインの充実
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
か

 

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

） 

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

） 

市
し

議会
ぎ か い

事務局
じむきょく
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

入院
にゅういん

時
じ

コミ

ュニケーション支援
し え ん

 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

および行動
こうどう

援護
え ん ご

等
とう

の支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けており、コミュニケーショ

ン支援
し え ん

が必要
ひつよう

な重度
じゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

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

との意思
い し

疎通
そ つ う

を

円滑
えんかつ

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

福祉室
ふくししつ

 

（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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

２．緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

 
 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び障害児
しょうがいじ

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８０５０
はちまるごーまる

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、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

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、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

を支
ささ

える様々
さまざま

な資源
し げ ん

が存在
そんざい

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

で障害者
しょうがいしゃ

等
とう

や障害者
しょうがいしゃ

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

じて緊急的
きんきゅうてき

な対応
たいおう

が即座
そ く ざ

に 行
おこな

われる体制
たいせい

が必要
ひつよう

となります。こ

のため、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

に必要
ひつよう

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

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

経験
けいけん

のない方
かた

を含
ふく

めた地域
ち い き

生活
せいかつ

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「障害福祉
しょうがいふくし

サービス及
およ

び相談支援並
そうだんしえんなら

びに市町村及
しちょうそんおよ

び都道府県
と ど う ふ け ん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

並
なら

びに自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

及
およ

び地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

を確保
か く ほ

するた

めの基本的
きほんてき

な方針
ほうしん

」において、平成
へいせい

２９年度
ね ん ど

末
まつ

までに各市町村
かくしちょうそん

又
また

は、障 害
しょうがい

福祉圏域
ふくしけんいき

ごと

に少
すく

なくとも１つの拠点
きょてん

等
とう

を整備
せ い び

することとしていました。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年度
ね ん 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 標
もくひょう

のひとつ

に掲
かか

げ、枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

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

すべき課題
か だ い

等
とう

が多岐
た 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

や音声
おんせい

・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、スマートフォン等
とう

から通報用
つうほうよう

Web サイトにアクセ

スし消 防
しょうぼう

署
しょ

への連絡
れんらく

が可能
か の う

な「ネット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

き周知
しゅうち

していきます。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
ちょうさ

では、「通院
つういん

時
じ

や医療
いりょう

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
たい

して、全体
ぜんたい

では、２割
わり

半
なか

ばの方
かた

が「公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

（バス・電車
でんしゃ

等
とう

）を

利用
り よ う

することが困難
こんなん

」、ほぼ同
おな

じ割合
わりあい

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」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」「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

い傾向
けいこう

にあります（ｐ.57 グラフ８参 照
さんしょう

）。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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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

24.7 

22.7 

11.7 

7.1 

9.7 

25.2 

15.0 

9.1 

7.6 

7.4 

27.2 

44.3 

23.0 

7.2 

11.9 

24.6 

17.6 

8.6 

6.6 

12.9 

22.7 

42.9 

22.1 

9.1 

10.4 

31.8 

25.9 

16.5 

16.5 

14.1 

17.2 

20.7 

12.9 

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

(N=209)

医者や看護師との

コミュニケーション

(N=192)

支援者を見つけることが困難

(N=99)

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

(N=60)

その他

(N=82)

18歳以上全体(N=845) 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)

(％)

公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

（バス・電車
でんしゃ

等
とう

） 

を利用
り よ う

することが困難
こんなん

 

(N=209) 

医者
い し ゃ

や看護師
か ん ご し

との 

コミュニケーション 

(N=192) 

支援者
しえんしゃ

を見
み

つけることが困難
こんなん

 

(N=99) 

感染症
かんせんしょう

に感染
かんせん

することが不安
ふ あ ん

 

なため通院
つういん

ができなくなった 

(N=60) 

その他
た

 

(N=82) 

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=154) 

知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

(N=235) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

【グラフ８：通院
つういん

時
どき

や医療
いりょう

を受
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） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※選択肢
せ ん たく し

の下
した

のＮ数
すう

は、「18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

」での回答者
かいとうしゃ

数
すう

 
 

■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

地域
ち い き

で支援
し え ん

を受
う

けにくい 状 況
じょうきょう

にある障 害
しょうがい

のある人
ひと

への、緊 急
きんきゅう

時
じ

の支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

に

対応
たいおう

するため、ひとり暮
ぐ

らしの重度
じゅうど

障 害
しょうがい

のある人
ひと

への緊 急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

の貸与
た い よ

や、音声
おんせい

に

よる通報
つうほう

の困難
こんなん

な人
ひと

への先進
せんしん

技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した緊 急
きんきゅう

通報
つうほう

システムの利用
り よ う

促進
そくしん

など、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

らせる支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

に努
つと

めます。 

また、「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

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・養
よう

成
せい

」「地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり」などの総合的
そうごうてき

な機能
き の う

を有
ゆう

する、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

を引
ひ

き

続
つづ

き検討
けんとう

します。それぞれの地域
ち い き

、障 害
しょうがい

特性
とくせい

のニーズに細
こま

やかに対応
たいおう

する観点
かんてん

から、

各機能
かくきのう

を１か所
しょ

に集 約
しゅうやく

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、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

での議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえて推進
すいしん

し

ていきます。 

そういった施策
し さ く

を通
つう

じて、高齢
こうれい

やひとり暮
ぐ

らしで地域
ち い き

とのつながりの少
すく

ない方
かた

、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

によるコミュニケーション困難
こんなん

などにより障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

や医療
いりょう

のサービスをあまり

受
う

けておられない方
かた

など、従 来
じゅうらい

、地域
ち い き

での支援
し え ん

の狭間
は ざ ま

におられた方
かた

を把握
は あ く

し、適切
てきせつ

な支援
し え ん

につないでいく仕組
し く

みづくりを検討
けんとう

します。 
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第
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４章
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 障害者
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計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

（１）障害
しょうがい

ニーズに応
おう

じた対応
たいおう

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

の設置
せ っ ち

 

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

障害者
しょうがいしゃ

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

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等
とう

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
とう

の機能
き の う

を有
ゆう

した地
ち

域
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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

ネット 119緊急
きんきゅう

通報
つうほう

シ

ステムの活用
かつよう

 

聴覚
ちょうかく

、音声
おんせい

・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、音声
おんせい

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

が提供
ていきょう

するネット 119緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システムの周知
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．保健
ほ け ん

・医療
いりょう

との連携
れんけい

 
 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障害者
しょうがいしゃ

の中
なか

には、難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

や医療的
いりょうてき

ケアを必要
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

な関係
かんけい

が必要
ひつよう

な方
かた

が多
おお

くおられます。住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で引
ひ

き続
つづ

き生活
せいかつ

をするため、

各診療
かくしんりょう

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

、住民健康診査
じゅうみんけんこうしんさ

、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
し

科
か

健
けん

康
こう

診
しん

査
さ

、保健師
ほ け ん 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
こうこう

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
こうこう

保健
ほ け ん

支援
し え ん

センター」を設置
せ っ ち

し、歯科
し か

・口腔
こうこう

衛生
えいせい

の

必要性
ひつようせい

・重要性
じゅうようせい

について啓発
けいはつ

を 行
おこな

います。 

「障害者
しょうがいしゃ

（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
たい

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

障害者
しょうがいしゃ

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

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

」を設置
せ っ ち

し、この間
かん

、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、精神科
せいしんか

病 院
びょういん

相談員
そうだんいん

、
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第
だい

４章
しょう

 障害者
しょうがいしゃ
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（第
だい

４次
じ

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

0.4 

0.5 

0.4 

0.7 

1.2 

0.4 

0.0 

3.9 

1.4 

1.8 

22.7 

7.3 

0.9 

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)

(％)

気管
き か ん

切開
せっかい

 

人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

（レスピレーター） 

吸 入
きゅうにゅう

 

吸 引
きゅういん

 

胃
い

ろう・ 腸
ちょう

ろう 

鼻腔
び こ う

経管
けいかん

栄養
えいよう

 

中 心
ちゅうしん

静 脈
じょうみゃく

栄養
えいよう

（ＩＶＨ） 

透析
とうせき

 

カテーテル留置
りゅうち

 

ストマ（人工
じんこう

肛門
こうもん

・人工
じんこう

膀胱
ぼうこう

） 

服薬
ふくやく

管理
か ん り

 

その他
た

 

特
とく

になし 

18歳
さい

以上
いじょう

(N=845) 18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

高齢者
こうれいしゃ

サポートセンター、行
ぎょう

政
せい

機関
き か ん

の職 員
しょくいん

等
とう

が市内
し な い

精神科
せいしんか

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。精神科
せいしんか

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

障害者
しょうがいしゃ

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。 

医療的
いりょうてき

ケア児
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、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

から「枚方市
ひらかたし

医療的
いりょうてき

ケア児
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

りながら連携
れんけい

強化
きょうか

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

利用者
りようしゃ

に対
たい

し、入 院 中
にゅういんちゅう

の医療
いりょう

機関
き か ん

におい

ても利用者
りようしゃ

の状 態
じょうたい

などを熟知
じゅくち

しているヘルパーの派遣
は け ん

を通
つう

じて、そのニーズを的確
てきかく

に

医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

に伝達
でんたつ

する等
とう

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

障害者
しょうがいしゃ

には「重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

入 院
にゅういん

時
じ

コミュニケーション支援
し え ん

事業
じぎょう

」を実施
じ っ し

しています。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート結果
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

ケアについて、全体
ぜんたい

では２割
わり

以上
いじょう

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

の医療的
いりょうてき

ケアを挙
あ

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「透析
とうせき

」（3.9％）がやや多
おお

い傾向
けいこう

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.59 グラフ

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性
とくせい

に応
おう

じて適切
てきせつ

なケアを受
う

ける必要
ひつよう

があり、

医療
いりょう

の果
は

たす役割
やくわり

は大変
たいへん

重 要
じゅうよう

です。 

 

【グラフ９：現在
げんざい

受
う

けている医療
いりょう

ケア（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）】 
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

■施策
し 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

のある人
ひと

とその家族
か ぞ く

の実 情
じつじょう

に応
おう

じ、それぞれの障 害
しょうがい

特性
とくせい

に対応
たいおう

した、きめ細
こま

や

かな保健
ほ け ん

事業
じぎょう

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

を拡 充
かくじゅう

していきます。難 病
なんびょう

のある人
ひと

や、精神
せいしん

疾患
しっかん

のある人
ひと

な

どの病気
びょうき

の理解
り か い

や地域
ち い き

での療 養
りょうよう

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

をめざし、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

や関係
かんけい

機関
き か ん

職 員
しょくいん

に対
たい

し、

専
せん

門
もん

職
しょく

による相談
そうだん

の機会
き か い

の確保
か く ほ

や、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

のスタッフの知識
ち し き

の向 上
こうじょう

などを図
はか

ります。 

また、日常的
にちじょうてき

に医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする障 害
しょうがい

のある人
ひと

に、総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

策
さく

を展開
てんかい

す

るために、医
い

療
りょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

を引
ひ

き続
つづ

き推進
すいしん

します。障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じて、在宅
ざいたく

で診 療
しんりょう

を受
う

ける機会
き か い

の確保
か く ほ

などに取
と

り組
く

んでいきます。 

 

（１）保健
ほ け ん

・医療
いりょう

との連携
れんけい

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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、保健師
ほ け ん 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
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
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

） 

地
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

 

（健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

総
そう

合
ごう

相
そう

談
だん

担
たん

当
とう

） 

訪問
ほうもん

指導
し ど う

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

保健師
ほ け ん 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

ーの専門
せんもん

スタッフによる訪問
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
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
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

） 

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
はか

れるよう、健康
けんこう

に関
かん

する正
ただ

し

い知識
ち 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
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
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

） 

地
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

 

（健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

総
そう

合
ごう

相
そう

談
だん

担
たん

当
とう

） 

口腔
こうこう

保健
ほ け ん

の推進
すいしん

 

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の 入所
にゅうしょ

・通所
つうしょ

施設
し せ つ

で

歯科健康診査
し か け ん こ う し ん さ

や口腔
こうこう

衛生
えいせい

指導
し ど う

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
とう

、

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の口腔
こうこう

ケアや口腔
こうこう

機能
き の う

の

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

地
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
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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第
だい
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 障害者
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（第
だい

４次
じ

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の療養
りょうよう

支援
し え ん

 

指定
し て い

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

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

を目的
もくてき

に保健師
ほ け ん 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

、

患者
かんじゃ

家族
か ぞ く

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

 

精神
せいしん

疾患
しっかん

患者
かんじゃ

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、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
とう

に対
たい

して、

精神科医
せ い し ん 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

福祉士
ふ く し し

、保健師
ほ け ん 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
しっかん

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

医療課
いりょうか

 

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
ひらかた

市内
し 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

医療課
いりょうか

 

障害者
しょうがいしゃ

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

し障害者
しょうがいしゃ

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
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

在
ざい

宅
たく

難
なん

病
びょう

患
かん

者
じゃ

の 地
ち

域
いき

医
い

療
りょう

 

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

・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

ネットワークを構築
こうちく

します。 

保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

 

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

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

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、退院
たいいん

促進
そくしん

に取
と

り組
く

みます。 

地
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
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

 自分
じ ぶ ん

らしい生
い

き方
かた

を見
み

つける・選
えら

ぶ 
 

１．就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

 
 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障害者
しょうがいしゃ

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

した生活
せいかつ

を 営
いとな

み、社会
しゃかい

参加
さ ん か

でき

るようにするためには、障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

や個々
こ こ

の特性
とくせい

、ニーズに応
おう

じた多様
た よ う

な 働
はたら

き方が選択
せんたく

できる環 境
かんきょう

づくりが重 要
じゅうよう

です。 

障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

に対
たい

するニーズに対応
たいおう

するため、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や一般
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

サービス事業所
じぎょうじょ

、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、ハローワークや枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター等
とう

と連携
れんけい

のもと、

「障害者
しょうがいしゃ

合同
ごうどう

就 職
しゅうしょく

面接会
めんせつかい

」、「障害者
しょうがいしゃ

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、障害者
しょうがいしゃ

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

ービス事業所
じぎょうしょ

のスキルアップを図
はか

るため、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

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

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター等
とう

と連携
れんけい

して講習会
こうしゅうかい

等
とう

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年度
ね ん ど

から実施
じ っ し

している「チャレンジ雇用
こ よ う

」において、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

や精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

を進
すす

めるとともに、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に策定
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
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の推進
すいしん

及
およ

び職場
しょくば

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

に取
と

り組
く

んでいます。 

本市域
ほんしいき

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

事業所
じぎょうしょ

」の平均
へいきん

工賃
こうちん

は 13,155円
えん

（令和元
れいわがん

年度
ね ん 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、ほぼ同程度
どうていど

となっています。 

枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

では、障害者
しょうがいしゃ

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」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

、複数
ふくすう

の事業所
じぎょうしょ

が

共 同
きょうどう

で受 注
じゅちゅう

して作業
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」を令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

に立
た

ち上
あ

げました。 

「国
くに

等
とう

による障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調 達
ちょうたつ

の推進
すいしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（以下
い か

、

「障 害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調 達
ちょうたつ

推進
すいしん

法
ほう

」という。）が平成
へいせい

25年度
ね ん ど

から施行
し こ う

され、障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

の受 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

障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調 達
ちょうたつ

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

サービス事業所
じぎょうしょ

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

実績
じっせき

が伸
の

び悩
なや

んでいるのが現 状
げんじょう

です。 

また、市民
し み ん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

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、本市域
ほんしいき

の
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

が製作
せいさく

している物品
ぶっぴん

をまとめた「枚方
ひらかた

市内
し な い

障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

商 品
しょうひん

カタログ」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
た

、「福祉
ふ く し

バザー」会 場
かいじょう

の提 供
ていきょう

や、別館
べっかん

北側
きたがわ

スペースにおける食 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
し え き

ふれあいコーナーに「授産品
じゅさんひん

販売
はんばい

コーナー」を設
もう

ける

など、工賃
こうちん

水 準
すいじゅん

の引
ひ

き上
あ

げに取
と

り組
く

んでいます。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

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
とう

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
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 病
なんびょう

のある人
ひと

では

自宅
じ 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.64 グラフ 10参 照
さんしょう

）。 

「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
とう

で 収 入
しゅうにゅう

を得
え

て仕事
し 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、全体
ぜんたい

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」が 48.2％で 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「パート・アルバイト等
とう

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
とう

」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 害
しょうがい

特性
とくせい

のある人
ひと

では非常勤
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 最
もっと

も多
おお

くなっています（p.64 グラフ 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

６割
わり

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
とう

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

」がそれぞれ約
やく

３割
わり

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

（ヘルパー等
とう

）の利用
り よ う

」「就労後
しゅうろうご

のフォロ

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

い傾向
けいこう

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）」「企業
きぎょう

ニーズに合
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.65 グラフ 12参 照
さんしょう

）。 

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

みが依然
い 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 出
とっしゅつ

して多
おお

いため、障 害
しょうがい

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、

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

のフォローを求
もと

められていることに対応
たいおう

する必要
ひつよう

があります。 
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

23.1 

24.3 

16.6 

19.9 

26.6 

23.5 

40.6 

47.6 

19.1 

46.1 

20.8 

44.7 

20.1 

11.0 

49.8 

16.8 

42.2 

24.7 

2.7 

3.6 

1.3 

3.1 

0.6 

2.4 

6.7 

6.3 

6.0 

7.8 

3.9 

3.5 

0.7 

0.4 

1.3 

0.4 

2.6 

0.0 

0.9 

1.3 

0.4 

0.8 

0.6 

0.0 

5.1 

5.5 

5.5 

5.1 

2.6 

1.2 

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

18歳以上全体(N=845)

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

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

(N=235) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=154) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

18
歳 さ

い

以
上

い
じ
ょ
う 

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
とう

で収 入
しゅうにゅう

を得
え

て仕事
し ご と

をしている 

自宅
じ た く

で過
す

ごしている 

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
がた

を含
ふく

む) 

病 院
びょういん

などのデイケア、リハビリテーションを受
う

けている 

入 所
にゅうしょ

している施設
し せ つ

や病 院
びょういん

等
とう

で過
す

ごしている 

大学
だいがく

、専門
せんもん

学校
がっこう

、職 業
しょくぎょう

訓練校
くんれんこう

等
とう

に通
かよ

っている 

その他
た

 

無回答
むかいとう

 

48.2 

57.4 

28.2 

39.2 

31.7 

45.0 

42.6 

33.0 

69.2 

47.1 

58.5 

50.0 

8.7 

9.6 

0.0 

13.7 

7.3 

5.0 

0.5 

0.0 

2.6 

0.0 

2.4 

0.0 

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

18歳以上全体(N=195)

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

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=195) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=115) 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

(N=39) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=51) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=41) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=20) 

18
歳 さ

い

以
上

い
じ
ょ
う 

正社員
せいしゃいん

として就 労
しゅうろう

している 

パート・アルバイト等
とう

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

 

自営業
じえいぎょう

、家業
かぎょう

等
とう

 

その他
た

 

【グラフ 10：平日
へいじつ

日中
にっちゅう

の過
す

ごし方
かた

（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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ 11：勤務
き ん む

形態
けいたい

（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）】 
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

57.0 

34.6 

29.7 

27.9 

27.7 

25.8 

23.0 

20.6 

19.9 

19.1 

18.9 

4.0 

51.6 

30.9 

26.0 

22.0 

30.7 

16.3 

19.2 

22.2 

25.8 

16.3 

15.2 

4.4 

59.6 

31.5 

27.2 

34.9 

31.5 

41.7 

33.6 

12.3 

16.2 

24.3 

34.0 

4.7 

62.1 

43.0 

35.5 

34.8 

18.0 

29.3 

20.3 

24.2 

11.3 

19.1 

14.1 

3.1 

71.4 

38.3 

33.8 

43.5 

27.9 

50.6 

35.7 

20.8 

9.1 

29.9 

27.3 

5.2 

57.6 

38.8 

28.2 

24.7 

35.3 

27.1 

27.1 

29.4 

24.7 

21.2 

16.5 

10.6 

87.1 

44.8 

50.0 

62.1 

42.2 

57.8 

44.8 

19.8 

17.2 

42.2 

20.7 

1.7 

0 20 40 60 80 100

職場の上司や同僚に

障害の理解があること

(N=482)

短時間勤務や勤務日数等の配慮

(N=292)

家族の理解、協力

(N=251)

仕事についての

職場外での相談対応、支援

(N=236)

通勤手段の確保

(N=234)

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）

(N=218)

職場の職員による

介助や援助等が受けられること

(N=194)

在宅勤務の拡充

(N=174)

勤務場所における

バリアフリー等の配慮

(N=168)

企業ニーズに合った就労訓練

（能力向上のための取組み）

(N=161)

介助者（ヘルパー等）の利用

(N=160)

その他

(N=34)

18歳以上全体(N=845) 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)

(％)

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 

(N=482) 

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
とう

の配慮
はいりょ

 

(N=292) 

家族
か ぞ く

の理解
り か い

、 協 力
きょうりょく

 

(N=251) 

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

 

(N=236) 

通勤
つうきん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 

(N=234) 

就労後
しゅうろうご

のフォローなど職場
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） 

(N=218) 

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 

(N=194) 

在宅
ざいたく

勤務
き ん む

の拡 充
かくじゅう

 

(N=174) 

勤務
き ん む

場所
ば し ょ

における 

バリアフリー等
とう

の配慮
はいりょ

 

(N=168) 

企業
きぎょう

ニーズに合
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） 

(N=161) 

介助者
かいじょしゃ

（ヘルパー等
とう

）の利用
り よ う

 

(N=160) 

その他
た

 

(N=34) 

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=154) 

知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

(N=235) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

【グラフ 12：障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

として必要
ひつよう

なこと（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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選択肢
せ ん たく し

の下
した

のＮ数
すう

は、「18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

」での回答者
かいとうしゃ

数
すう
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 障害者
しょうがいしゃ
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けいかく

（第
だい

４次
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） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

ハローワーク枚方
ひらかた

、枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターや市内
し な い

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サー

ビス事
じ

業
ぎょう

所
しょ

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

」や、「障害者
しょうがいしゃ

合同
ごうどう

就 職
しゅうしょく

面接会
めんせつかい

」の開催
かいさい

を

通
つう

じて、障害者
しょうがいしゃ

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

むとともに、一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への啓発
けいはつ

にも努
つと

め

ます。 

また、枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

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

けた相談
そうだん

・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

みます。 

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 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスでは、就 労
しゅうろう

に向
む

けた計画的
けいかくてき

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、利用者
りようしゃ

ニーズに応
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。 

「障害者
しょうがいしゃ

優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

」に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

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

、民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

しても、障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調 達
ちょうたつ

及
およ

び

販売
はんばい

促進
そくしん

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

製品
せいひん

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）就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

障
しょう

害
がい

者
しゃ

合
ごう

同
どう

就
しゅう

職
しょく

面
めん

接
せつ

会
かい

 

ハローワーク枚方
ひらかた

や枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターと連携
れんけい

して、

「障害者
しょうがいしゃ

合同
ごうどう

就 職
しゅうしょく

面接会
めんせつかい

」の開催
かいさい

を

通
つう

じて、一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への啓発
けいはつ

にも努
つと

め

ます。 

地
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

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

」を実施
じ っ し

して、

障害
しょうがい

のある人
ひと

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
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

チャレンジ雇用
こ よ う

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

への就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

から実施
じ っ し

している、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

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

雇用
こ よ う

する「チャレンジ雇用
こ よ う

」制度
せ い ど

を、

継続
けいぞく

して実施
じ っ し

していきます。 

人事課
じ ん じ か

 

地
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

市
し

職員
しょくいん

への雇用
こ よ う

 

本市
ほ ん し

の障害者
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

で目標
もくひょう

に

掲
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
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

ついても同様
どうよう

に取
と

り組
く

んでいきます。 

人事課
じ ん じ か
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施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

利用者
りようしゃ

ニーズに応
おう

じたサービス提供
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

事業所
じぎょうしょ

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

日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

とこれを担
にな

う

人材
じんざい

の育
いく

成
せい

等
とう

事
じ

業
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
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

 

（２）就労
しゅうろう

に関
かん

する相談
そうだん

支援
し え ん

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センタ

ーが軸
じく

となって、ハローワーク等
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
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

 

（３）工賃
こうちん

向上
こうじょう

に向
む

けた支援
し え ん

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

障害者
しょうがいしゃ

の工賃
こうちん

改善
かいぜん

 

「福祉
ふ く し

バザー」、「ふれあいフェスティ

バル」や総合
そうごう

福祉
ふ く し

会館
かいかん

及
およ

び市駅
し え き

ふれあ

いコーナー内
ない

の販売
はんばい

コーナー等
とう

、授産
じゅさん

製品
せいひん

の販促
はんそく

活動
かつどう

に取
と

り組
く

んでいきま

す。また、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

ネットワークの取
と

り組
く

みへの

支援
し え ん

を通
つう

じて、障害者
しょうがいしゃ

の工賃
こうちん

アップに

つなげていきます。 

地
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

に基
もと

づく

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

から

の物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

 

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

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。 

地
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
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．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

 

障害者
しょうがいしゃ

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、障害者
しょうがいしゃ

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

が障害者
しょうがいしゃ

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

の利用料
りようりょう

を割引
わ り 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 day」等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

を対 象
たいしょう

とした文化
ぶ ん か

・スポーツ・レクリエーションイベントを開催
かいさい

する等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

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、

障害者
しょうがいしゃ

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。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
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

５割
わり

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
とう

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
とう

の充 実
じゅうじつ

」「地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

の理解
り か い

」「コミュニケーションについての支援
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

（一人暮
ひ と り ぐ

らし、結婚
けっこん

生活
せいかつ

等
とう

）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
とう

の充 実
じゅうじつ

」「地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

の理解
り か い

」「コミュニケーションについての支援
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

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 害
しょうがい

種別
しゅべつ

に比
くら

べてとくに多
おお

い傾向
けいこう

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 居
じゅうきょ

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
とう

）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
とう

の理解
り か い

」「コミュニケ-ションについ

ての支援
し え ん

」の割合
わりあい

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

デイサービスなどの

障害児
しょうがいじ

サービスの充 実
じゅうじつ

」を 47.4%が挙
あ

げています（ｐ.69 グラフ 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、発達
はったつ

障 害
しょうがい

のある人
ひと

、18歳
さい

未満
み ま ん

の若
わか

い世代
せ だ い

などが、地域
ち い き

で生活
せいかつ

するた

めには地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

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、理解
り か い

が高
たか

まることで市
し

民
みん

とふれあう

機会
き か い

により参加
さ ん か

しやすくなる、といった支援
し え ん

の工夫
く ふ う

が求
もと

められます。 

 

  



第
だい

４節
せつ

 自分
じ ぶ ん

らしい生
い

き方
かた

を見
み

つける・選
えら

ぶ 

69 

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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

50.2 

36.0 

33.8 

28.4 

26.7 

23.8 

22.6 

17.5 

3.4 

46.7 

27.9 

34.7 

30.0 

30.0 

15.2 

15.0 

11.4 

3.0 

46.0 

47.2 

41.7 

34.0 

25.5 

41.7 

37.4 

20.9 

3.4 

59.0 

40.6 

25.4 

23.8 

18.8 

24.2 

24.2 

23.8 

5.1 

59.7 

51.9 

33.1 

30.5 

22.1 

40.9 

37.0 

34.4 

1.3 

64.7 

40.0 

45.9 

28.2 

44.7 

22.4 

27.1 

15.3 

4.7 

66.4 

42.2 

24.1 

39.7 

9.5 

52.6 

44.0 

46.6 

47.4 

25.0 

24.1 

3.4 

0 20 40 60 80 100

経済的な負担の軽減

(N=424)

相談対応等の充実

(N=304)

必要な在宅サービスが

適切に利用できること

(N=286)

障害者に適した住居の確保

(N=240)

在宅で医療ケアなどが

適切に受けられること

(N=226)

コミュニケ-ション

についての支援

(N=201)

地域住民等の理解

(N=191)

自立生活（一人暮らし、結婚生活

等）が体験できる場の確保

(N=148)

放課後等デイサービスなどの

障害児サービスの充実

(N=55)

留守家庭児童会室の

障害児受け入れの

(N=29)

保育所や幼稚園、認定こども園の

障害児受け入れの充実

(N=28)

その他

(N=29)

18歳以上全体(N=845) 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)

(％)

経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

 

(N=424) 

相談
そうだん

対応
たいおう

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

(N=304) 

必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービスが 

適切
てきせつ

に利用
り よ う

できること 

(N=286) 

障害者
しょうがいしゃ

に適
てき

した住 居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

 

(N=240) 

在宅
ざいたく

で医療
いりょう

ケアなどが 

適切
てきせつ

に受
う

けられること 

(N=226) 

コミュニケ-ション 

についての支援
し え ん

 

(N=201) 

地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

の理解
り か い

 

(N=191) 

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
とう

）が体験
たいけん

できる場
ば

の確保
か く ほ

 

(N=148) 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスなどの 

障害児
しょうがいじ

サービスの充 実
じゅうじつ

 

(N=55) 

留守
る す

家庭
か て い

児童会室
じどうかいしつ

の 

障害児
しょうがいじ

受
う

け入
い

れの充 実
じゅうじつ

 

(N=29) 

保育所
ほいくしょ

や幼稚園
ようちえん

、認定
にんてい

こども園
えん

の 

障害児
しょうがいじ

受
う

け入
い

れの充 実
じゅうじつ

 

(N=28) 

その他
た

 

(N=29) 

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=154) 

知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

(N=235) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

【グラフ 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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選択肢
せ ん たく し

の下
した

のＮ数
すう

は、「18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

」での回答者
かいとうしゃ

数
すう

（下
した

３つは「18歳
さい

未満
み ま ん

」のみ）  
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■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

障害者
しょうがいしゃ

の学 習
がくしゅう

の場
ば

を提 供
ていきょう

するとともに、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に

関
かん

する法律
ほうりつ

（読書
どくしょ

バリアフリー法
ほう

）の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

の読書
どくしょ

環 境
かんきょう

の向 上
こうじょう

等
とう

にむ

けてさらに取
と

り組
く

みます。 

また、文化
ぶ ん か

・芸 術
げいじゅつ

イベント、スポーツ・レクリエーションへの参加
さ ん か

機会
き か い

を確保
か く ほ

し、地域
ち い き

の人々
ひとびと

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。 

そういった活動
かつどう

をとおして、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の自己
じ こ

実現
じつげん

を図
はか

り、自分
じ ぶ ん

を表 現
ひょうげん

する機会
き か い

の創 出
そうしゅつ

をめざします。そのため、できるかぎり地域
ち い き

の人
ひと

の活動
かつどう

への参加
さ ん か

や共 同
きょうどう

開催
かいさい

を

可能
か の う

にする仕組
し く

みづくりを検討
けんとう

するとともに、障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

にイベント

などに参加
さ ん か

しやすくなるよう、手話
し ゅ わ

や先進
せんしん

機器
き き

などによるコミュニケーション支援
し え ん

や、

移動
い ど う

支援
し え ん

などの取
と

り組
く

みを並行
へいこう

して進
すす

めます。 

 

（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
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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 供
ていきょう

するとともに、

障害者
しょうがいしゃ

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
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

の生
い

きがいづくりと、様々
さまざま

な

世代
せ だ い

にわたって交流
こうりゅう

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

 

図書館
としょかん

サービス 

大活字
だいかつじ

図書
と し ょ

、点字
て ん じ

・録音
ろくおん

資料
しりょう

、手話
し ゅ わ

・字幕
じ ま く

付
つ

き映像
えいぞう

資料
しりょう

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

アフリー行事
ぎょうじ

の実施
じ っ し

やＩＣＴ機器
き き

を

活用
かつよう

したサービスの検討
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・レクリエーション活動
かつどう

への支援
し え ん

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

スポーツ・レクリエーシ

ョン活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

風船
ふうせん

バレーや卓球
たっきゅう

等
とう

のスポーツ事業
じぎょう

を定期的
ていきてき

に実施
じ っ し

し、障害者
しょうがいしゃ

にスポーツ

を楽
たの

しむ機会
き か い

を提供
ていきょう

するとともに、

卓球
たっきゅう

、ボッチャ、フライングディスク

等
とう

、利用者
りようしゃ

ニーズの高
たか

い種目
しゅもく

を選
えら

んで、

スポーツ・レクリエーション教室
きょうしつ

を

開催
かいさい

します。 

地
ち

域
いき

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

室
しつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

スポーツ振興課
しんこうか

 

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ活動
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

スポーツセンター等
とう

での、

障害者
しょうがいしゃ

のスポーツ環境
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。 

スポーツ振興課
しんこうか
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３．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

 
 

■現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

スマートフォンやタブレットによるインターネットなどの利用
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

事業所
じぎょうしょ

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

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）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

によるツールを利用
り よ う

することで、リモートでの会議
か い ぎ

やイベントの

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、タブレット端末
たんまつ

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

、

市民室
しみんしつ

、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

及
およ

び健康
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

の窓口
まどぐち

にも拡 充
かくじゅう

したところです。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
ちょうさ

では、「新型
しんがた

コロナウイルスなど、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４割
わり

半
なか

ばの方
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

じた割合
わりあい

が多
おお

く

なっています（ｐ.73 グラフ 14参 照
さんしょう

）。不安
ふ 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 出
がいしゅつ

ができなかった」が５割
わり

以上
いじょう

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）との感染
かんせん

対策
たいさく

」が約
やく

３割
わり

、「感染
かんせん

に関
かん

することへの理解
り か い

が 難
むずか

しい、わからない」が３割
わり

近
ちか

くとなっています。「介助者
かいじょしゃ

（家族
か ぞ く

やヘルパー）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

とへの理解
り か い

が 難
むずか

しい、わからない」は知的
ち て き

障 害
しょうがい

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
おこな

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.74 グラフ 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 出
がいしゅつ

せずとも社会
しゃかい

参加
さ ん か

できる仕組
し 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

しいことへの不安
ふ 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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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

18.0 

19.0 

18.7 

16.0 

16.2 

23.5 

16.4 

27.7 

29.0 

29.4 

23.0 

27.3 

31.8 

38.8 

32.8 

30.2 

29.4 

37.1 

35.1 

25.9 

33.6 

12.9 

12.5 

10.6 

15.2 

14.3 

12.9 

8.6 

8.6 

9.3 

11.9 

8.6 

7.1 

5.9 

2.6 

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

18歳以上全体(N=845)

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

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

(N=235) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=154) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

18
歳 さ

い

以
上

い
じ
ょ
う 

とても感
かん

じた 

あまり感
かん

じなかった 

無回答
むかいとう

 

やや感
かん

じた 

全
まった

く感
かん

じなかった 

【グラフ 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年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

アンケート）】 
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

52.1 

31.6 

27.2 

20.2 

14.0 

11.9 

9.8 

15.0 

50.7 

34.4 

19.8 

25.1 

11.0 

10.6 

12.3 

15.9 

53.1 

40.7 

46.9 

15.0 

23.0 

23.9 

3.5 

7.1 

49.0 

22.0 

24.0 

17.0 

15.0 

8.0 

10.0 

23.0 

58.2 

35.8 

41.8 

19.4 

26.9 

20.9 

4.5 

13.4 

34.0 

42.6 

17.0 

21.3 

12.8 

12.8 

4.3 

25.5 

64.1 

23.4 

31.3 

25.0 

62.5 

10.9 

0.0 

14.1 

0 20 40 60 80 100

外出ができなかった

(N=201)

介助者（家族やヘルパー）との

感染対策

(N=122)

感染に関することへの理解が

難しい、わからない

(N=105)

通院ができなかった

(N=78)

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

(N=54)

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

(N=46)

情報が入手できない

(N=38)

その他

(N=58)

18歳以上全体(N=386) 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)

(％)

外 出
がいしゅつ

ができなかった 

(N=201) 

介助者
かいじょしゃ

（家族
か ぞ く

やヘルパー）との 

感染
かんせん

対策
たいさく

 

(N=122) 

感染
かんせん

に関
かん

することへの理解
り か い

が 

難
むずか

しい、わからない 

(N=105) 

通院
つういん

ができなかった 

(N=78) 

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 

(N=54) 

いつも利用
り よ う

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
り よ う

できなかった 

(N=46) 

情 報
じょうほう

が入 手
にゅうしゅ

できない 

(N=38) 

その他
た

 

(N=58) 

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=386) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=100) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=64) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=227) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=67) 

知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

(N=113) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=47) 

【グラフ 15：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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選択肢
せ ん たく し

の下
した

のＮ数
すう

は、「18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

」での回答者
かいとうしゃ

数
すう
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

令和
れ い わ

２年度
ね ん 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

において病 院
びょういん

の 協 力
きょうりょく

のもとタブレット

端末
たんまつ

を用
もち

いた遠隔
えんかく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の対応
たいおう

もしており、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

ツールを利用
り よ う

することで、障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）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、介護者
かいごしゃ

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。 

こういった取
と

り組
く

みにより、障 害
しょうがい

のある人
ひと

も障 害
しょうがい

のない人
ひと

も、可能
か の う

な限
かぎ

り同
おな

じ情 報
じょうほう

を入 手
にゅうしゅ

することができ、手続
て つ づ

きや負担
ふ た ん

が同
おな

じように軽減
けいげん

される、 新
あたら

しい生活
せいかつ

様式
ようしき

に基
もと

づいた暮
く

らしやすい環 境
かんきょう

・地域
ち い き

・社会
しゃかい

づくりをめざします。 

また一方
いっぽう

で、先進
せんしん

技術
ぎじゅつ

ツールが利用
り よ う

できないことでの情 報
じょうほう

格差
か く さ

が 生
しょう

じないよう、き

め細
こま

やかな情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

と相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

 

（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

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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

レット端末
たんまつ

を利用
り よ う

） 

遠隔
えんかく

によるタブレット端末
たんまつ

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年度
ね ん ど

は３支所
し し ょ

及
およ

び

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

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、個人
こ 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

ツールの活用
かつよう

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

行政
ぎょうせい

サ ー ビ ス の 電子
で ん し

申請
しんせい

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
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 障害者
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計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

第
だい

５節
せつ

 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

 
 

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
げんじょう

と課題
か だ い

 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

では、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら選択
せんたく

した場所
ば し ょ

に居 住
きょじゅう

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。 

本市
ほ ん し

では、市内
し な い

６か所
しょ

の相談
そうだん

支援
し え ん

センターにおいて、障害者
しょうがいしゃ

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

センターと位置付
い ち づ

け、

総合的
そうごうてき

、専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

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

、障害児
しょうがいじ

に対
たい

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。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
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.69 

グラフ 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
かいとう

されており、利用
り よ う

しない理由
り ゆ う

としては、「どんなサービスか知
し

らない」（18歳
さい

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.51・52 グラフ

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７割
わり

以上
いじょう

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２割
わり

半
なか

ばとなってい

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
ほいくしょ

、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 徴
とくちょう

はありますが、全体
ぜんたい

の傾向
けいこう

は共 通
きょうつう

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 害
しょうがい

種別
しゅべつ

でも１割
わり

未満
み ま ん

となっています（p.77 グラフ 16参 照
さんしょう

）。 

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

センター及
およ

び基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの周知
しゅうち

を一層
いっそう

進
すす

めるとともに、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において、気軽
き 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

やサービスの情 報
じょうほう

を得
え

ることが重 要
じゅうよう

です。アンケート調査
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

と

して 最
もっと

も多
おお

いものは、「家族
か ぞ く

や親
しん

せき、友人
ゆうじん

･知人
ち じ ん

」で、次
つぎ

に「インターネット」となっ

ており、「インターネット」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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72.4 

27.5 

26.6 

11.5 

10.4 

7.8 

6.7 

5.0 

5.0 

3.7 

3.0 

0.8 

6.0 

74.0 

31.9 

22.6 

6.6 

8.9 

8.5 

6.3 

3.6 

4.9 

4.7 

1.9 

1.3 

3.4 

71.9 

16.6 

17.9 

26.4 

11.1 

8.1 

3.4 

6.0 

6.4 

4.3 

5.1 

0.9 

7.2 

66.8 

28.9 

42.2 

8.6 

11.7 

8.6 

9.8 

8.2 

5.5 

2.7 

4.7 

1.2 

8.6 

74.7 

25.3 

33.1 

20.8 

16.2 

7.1 

3.2 

8.4 

5.2 

2.6 

4.5 

0.0 

10.4 

80.0 

25.9 

29.4 

16.5 

7.1 

12.9 

4.7 

3.5 

9.4 

3.5 

5.9 

0.0 

2.4 

84.5 

25.9 

19.8 

14.7 

3.4 

10.3 

0.0 

4.3 

2.6 

3.4 

2.6 

0.0 

46.6 

6.9 

0 20 40 60 80 100

家族や親せき

(N=612)

友人・知人

(N=232)

かかりつけの医師や看護師

(N=225)

グループホームや

施設の指導員など

(N=97)

職場の上司や同僚

(N=88)

ホームヘルパー等

サービス事業所の人

(N=66)

病院のケースワーカーや

介護保険のケアマネージャー

(N=57)

障害者相談支援センター等の

民間の相談窓口

(N=42)

行政機関の相談窓口

(N=42)

近所の人

(N=31)

障害者団体や家族会

(N=25)

民生委員・児童委員

(N=7)

通園施設や保育所、幼稚園、

学校の先生

(N=54)

その他

(N=51)

18歳以上全体(N=845) 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)

(％)

家族
か ぞ く

や親
しん

せき 

(N=612) 

友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 

(N=232) 

かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

 

(N=225) 

グループホームや 

施設
し せ つ

の指導員
しどういん

など 

(N=97) 

職場
しょくば

の上司
じょうし

や同 僚
どうりょう

 

(N=88) 

ホームヘルパー等
とう

 

サービス事業所
じぎょうしょ

の人
ひと

 

(N=66) 

病 院
びょういん

のケースワーカーや 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

のケアマネージャー 

(N=57) 

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

の 

民間
みんかん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

(N=42) 

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

 

(N=42) 

近所
きんじょ

の人
ひと

 

(N=31) 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や家族会
かぞくかい

 

(N=25) 

民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

 

(N=7) 

通園
つうえん

施設
し せ つ

や保育所
ほいくしょ

、幼稚園
ようちえん

、 

学校
がっこう

の先生
せんせい

 

(N=54) 

その他
た

 

(N=51) 

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

(N=154) 

知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

(N=235) 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

【グラフ 16：悩
なや

みや困
こま

ったことを相談
そうだん

する相手
あ い て

（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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選択肢
せ ん たく し

の下
した

のＮ数
すう

は、「18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

」での回答者
かいとうしゃ

数
すう

（下
した

１つは「18歳
さい

未満
み ま ん

」のみ）  
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■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの周知
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

づくりを引
ひ

き続
つづ

いて進
すす

めます。相談
そうだん

支援
し え ん

センターについては、身近
み ぢ か

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

をより拡大
かくだい

し、センター

間
かん

の連携
れんけい

の機能
き の う

を強化
きょうか

するとともに、相談
そうだん

支援
し え ん

を担
にな

う人材
じんざい

の資質
し し つ

向 上
こうじょう

に努
つと

めます。 

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

において、相談
そうだん

支援
し え ん

センターなどの地域
ち い き

のさまざまな関係
かんけい

機関
き か ん

が協議
きょうぎ

し、地域
ち い き

の課題
か だ い

を発掘
はっくつ

し、情 報
じょうほう

を共 有
きょうゆう

することによって、それぞれの機関
き か ん

での相談
そうだん

への対応
たいおう

をより充 実
じゅうじつ

した内容
ないよう

にできるよう取
と

り組
く

みます。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

では年
ねん

に１回
かい

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの評価
ひょうか

を 行
おこな

います。 

さらに、地域
ち い き

に移行
い こ う

し定 着
ていちゃく

しようとする人
ひと

たちに、必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

や相談
そうだん

支援
し え ん

が適
てき

切
せつ

に

提 供
ていきょう

されるように、相談
そうだん

支援
し え ん

センターなどの関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

との接点
せってん

の少
すく

ない

人
ひと

にも必要
ひつよう

な支援
し え ん

を実施
じ っ し

するため、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の活用
かつよう

などを進
すす

めます。 

そういった相談
そうだん

支援
し え ん

を総合的
そうごうてき

に提 供
ていきょう

するためにも、利用者
りようしゃ

のニーズ等
とう

を踏
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

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

障害者
しょうがいしゃ

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

 

障害者
しょうがいしゃ

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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

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

 

相談
そうだん

支援
し え ん

センターをはじめ、地域
ち い き

の

関係
かんけい

機関
き か ん

が集
あつ

まり、障害者
しょうがいしゃ

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

ビス基盤
き ば ん

や人材
じんざい

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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

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

した障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

し

た生活
せいかつ

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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 



第
だい

５節
せつ

 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

 

79 

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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

地
ち

域
いき

移行後
い こ う ご

や「ひきこもり」等
とう

、地域
ち い き

と

の接点
せってん

が少
すく

ない障害者
しょうがいしゃ

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

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等
とう

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
とう

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

福祉室
ふくししつ

 

（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
げんじょう

と課題
か だ い

 

医療
いりょう

技術
ぎじゅつ

が進歩
し ん ぽ

し、医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

（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
とう

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

により総合的
そうごうてき

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

元年
がんねん

より、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

のネットワーク会議
か い ぎ

を設置
せ っ ち

し、総合的
そうごうてき

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

８０５０
はちまるごーまる

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

ーや生
い

き生
い

きネットワークなど、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。 

【障害者
しょうがいしゃ

アンケート結果
け っ か

】 

アンケート調査
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、全体
ぜんたい

では「広報
こうほう

ひらかた」

が３割
わり

半
なか

ばで 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「家族
か ぞ く

や親
しん

せき、友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

」が３割
わり

以上
いじょう

、「インター

ネット」が２割
わり

半
なか

ばとなっています。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

ービス事業所
じぎょうじょ

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 徴
とくちょう

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
ひと

は、いずれの障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

でも１割
わり

未満
み ま ん

となっていま

す（p.81 グラフ 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
もんだい

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

支援
し え ん

も必要
ひつよう

になる場合
ば あ い

も多
おお

い現 況
げんきょう

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。 

 

  



第
だい

５節
せつ

 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
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 
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広報ひらかた

(N=305)

家族や親せき、友人・知人

(N=258)

インターネット

(N=210)

福祉のてびき

(N=198)

本や新聞、雑誌の記事、

テレビやラジオのニュース

(N=180)

サービス事業所の人や

施設職員

(N=144)

かかりつけの医師や看護師

(N=142)

病院のケースワーカーや

介護保険のケアマネージャー

(N=83)

行政機関の相談窓口

(N=52)

障害者団体や家族会

（団体の機関誌等）

(N=46)

障害者相談支援センター等の

民間の相談窓口

(N=30)

民生委員・児童委員

(N=4)

通園施設や保育所、幼稚園、

学校の先生

(N=29)

その他

(N=31)

18歳以上全体(N=845) 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)

(％)

広報
こうほう

ひらかた 

(N=305) 

家族
か ぞ く

や親
しん

せき、友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 

(N=258) 

インターネット 

(N=210) 

福祉
ふ く し

のてびき 

(N=198) 

本
ほん

や新聞
しんぶん

、雑誌
ざ っ し

の記事
き じ

、 

テレビやラジオのニュース 

(N=180) 

サービス事業所
じぎょうしょ

の人や 

施設
し せ つ

職 員
しょくいん

 

(N=144) 

かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

 

(N=142) 

病 院
びょういん

のケースワーカーや 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

のケアマネージャー 

(N=83) 

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

 

(N=52) 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や家族会
かぞくかい

 

（団体
だんたい

の機関誌
き か ん し

等
とう

） 

(N=46) 

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

の 

民間
みんかん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

(N=30) 

民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

 

(N=4) 

通園
つうえん

施設
し せ つ

や保育所
ほいくしょ

、幼稚園
ようちえん

、 

学校
がっこう

の先生
せんせい

 

(N=29) 

その他
た

 

(N=31) 

18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

(N=845) 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

(N=256) 

18歳
さい

未満
み ま ん

(N=116) 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(N=473) 

発達
はったつ

障害
しょうがい

(N=154) 

知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

(N=235) 

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

(N=85) 

【グラフ 17：障害
しょうがい

や福祉
ふ く し

サービス等
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） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選択肢
せ ん たく し

の下
した

のＮ数
すう

は、「18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

」での回答者数
かいとうしゃすう

（下
した

１つは「18歳
さい

未満
み ま ん

」のみ）  
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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

） 

第
だ
い

４
章

し
ょ
う 

■施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

利用者
りようしゃ

のニーズは多様化
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、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

や高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

、難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

を含
ふく

むそれぞれの相談
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。 

なお、障 害
しょうがい

のある人
ひと

は、年齢
ねんれい

や障 害
しょうがい

特性
とくせい

などの事情
じじょう

により情 報
じょうほう

の入 手
にゅうしゅ

が 難
むずか

しい

場合
ば あ い

もあるので、できるかぎり多様
た よ う

な手段
しゅだん

でかつわかりやすい内容
ないよう

での情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の構築
こうちく

に努
つと

めます。 

また、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

支援
し え ん

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

を軸
じく

として、医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

の支援
し え ん

についての意見
い け ん

交換
こうかん

や情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を協議
きょうぎ

するなど、必要
ひつよう

な取
と

り組
く

みを 行
おこな

うよう検討
けんとう

しま

す。また、専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

の必要
ひつよう

な人
ひと

に関
かん

する高度
こ う ど

な情 報
じょうほう

・知識
ち し き

の共 有
きょうゆう

と活用
かつよう

に取
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

 

施策名
し さ くめ い

 取
と

り組
く

み 所管課
し ょ かん か

 

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

 

障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

サービス制度
せ い 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
て

続
つづ

きの方法
ほうほう

等
とう

を掲載
けいさい

したパンフレット

やポスター、広報
こうほう

ひらかた、ホームペ

ージ、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

福祉室
ふくししつ

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

） 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

支援
し え ん

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

 

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

を通
つう

じ、医療的
いりょうてき

ケア児
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

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

） 
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障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

） 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 
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総合
そうごう
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し え んほ う

及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふ く しほ う

によるサービス体系
たいけい
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

第
だい

１節
せつ

 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

によるサービス体系
たいけい

 
 

１．障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

によるサービス体系
たいけい

 
 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

では、障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

（身体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ち て き

障 害
しょうがい

、精神
せいしん

障 害
しょうがい

）に関
かか

わらず

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

、難 病
なんびょう

等
とう

患者
かんじゃ

にもサービスが提 供
ていきょう

されます。 

同法
どうほう

で規定
き て い

されるサービス体系
たいけい

は、全国
ぜんこく

一律
いちりつ

に提 供
ていきょう

される「自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

」と地域
ち い き

の

実 情
じつじょう

に応
おう

じて市町村
しちょうそん

などが独自
ど く じ

に実施
じ っ し

する「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」に大別
たいべつ

されます。さら

に、自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

は、「介護
か い ご

給付
きゅうふ

」、「訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

」、「相談
そうだん

支援
し え ん

」、「自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

」、及
およ

び

「補装具
ほ そ う ぐ

」に分
わ

けられます。 

平成
へいせい

26年度
ね ん ど

より、本市
ほ ん し

が中 核
ちゅうかく

市
し

になったことに 伴
ともな

い、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

として、

「専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を 行
おこな

う者
もの

の養成
ようせい

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

」及
およ

び「専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を 行
おこな

う者
もの

の派遣
は け ん

事業
じぎょう

」が必須
ひ っ す

事業
じぎょう

となっています。 

また、前期
ぜ ん き

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

５期
き

）期間
き か ん

の平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の改正
かいせい

による「自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」「就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

」などの新
あら

たなサービスを開始
か い し

しています。 

これらを踏
ふ

まえて、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に係
かか

る見込
み こ

み 量
りょう

を算定
さんてい

しました。 

 

【「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え んほ う

」に基
もと

づくサービス体系
たいけい

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

・
障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ

・
難
病

な
ん
び
ょ
う

等 と
う

患
者

か
ん
じ
ゃ 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

＊相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

＊意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

＊日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

 

＊移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

＊通学
つうがく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

＊地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

 

＊成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

＊日 中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

＊専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を 行
おこな

う者
もの

の

養成
ようせい

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

＊専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を 行
おこな

う者
もの

の

派遣
は け ん

事業
じぎょう

  など 

市町村
しちょうそん

 

自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス 

＊介護
か い ご

給付
きゅうふ

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ） 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 

療 養
りょうよう

介護
か い ご

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 

短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

（ショートステイ） 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

＊訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

、生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（A型
がた

、B型
がた

） 

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム） 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 

 

＊補
ほ

装具
そ う ぐ

 

「広域的
こういきてき

対応
たいおう

が必要
ひつよう

な事業
じぎょう

」 

「人材
じんざい

育成
いくせい

」など 

都道府県
と ど う ふ け ん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

＊相談
そうだん

支援
し え ん

 

＊自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

 



第
だい

１節
せつ

 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え んほ う

及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふ く しほ う

によるサービス体系
たいけい
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

２．児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

によるサービス体系
たいけい

 
 

児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

では、障害児
しょうがいじ

に対
たい

する通所
つうしょ

系
けい

サービスや相談
そうだん

支援
し え ん

が市町村
しちょうそん

事業
じぎょう

として提 供
ていきょう

されます。 

本市
ほ ん し

においては、前期
ぜ ん き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）期間
き か ん

の平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から、児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

改正
かいせい

による都道府県
と ど う ふ け ん

や市町村
しちょうそん

への「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」策定
さくてい

の義務付
ぎ む づ

けにより、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

と一体
いったい

の障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

として、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

み等
とう

について記載
き さ い

しています。 

また、前期
ぜ ん き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）期間
き か ん

の平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から、新
あら

たなサービスとして

「居宅
きょたく

訪問型
ほうもんかた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

」を開始
か い し

しています。 

これらを踏
ふ

まえて、障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に係
かか

る見込
み こ

み 量
りょう

を算定
さんてい

しました。 

なお、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に係
かか

る見込
み こ

み 量
りょう

ともに、令和
れ い わ

２年
ねん

の新型
しんがた

コロ

ナウイルス感染症
かんせんしょう

の予防
よ ぼ う

対策
たいさく

によるサービス利用量
りようりょう

の変化
へ ん か

を踏
ふ

まえたうえで、今後
こ ん ご

必要
ひつよう

とされるニーズを見据
み す

えて算 出
さんしゅつ

しました。 

 

【「児童
じ ど う

福祉法
ふ く しほ う

」に基
もと

づく障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

サービス体系
たいけい

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

に対
たい

する 

支援
し え ん

調 整
ちょうせい

コーディネーター 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

  

 

通所
つうしょ

系
けい

サービス 訪問
ほうもん

系
けい

サービス 



第
だい
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せつ

 障害
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福祉
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計画
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（第
だい

６期
き
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

第
だい

２節
せつ

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

） 
 

１９５０年代
ねんだい

から国
くに

、地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は大規模
だ い き ぼ

コロニー政策
せいさく

を推進
すいしん

し、障 害
しょうがい

のある人
ひと

は入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
とう

しかサービス選択
せんたく

の余地
よ ち

がなく、地域
ち い き

生活
せいかつ

から隔離
か く り

されている 状 況
じょうきょう

があ

りました。１９６０年代
ねんだい

頃
ころ

から、「ノーマライゼーション」の原理
げ ん り

が提 唱
ていしょう

され、国連
こくれん

で

も、１９７５年
ねん

（昭和
しょうわ

５０年
ねん

）「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

宣言
せんげん

」が採択
さいたく

されました。「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

宣言
せんげん

」を実効化
じっこうか

するため、１９８１年
ねん

（昭和
しょうわ

５６年
ねん

）を「国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

」（スローガン 

「障害者
しょうがいしゃ

の完全
かんぜん

参加
さ ん か

と平 等
びょうどう

」としたことを始
はじ

め、１９８３年
ねん

（昭和
しょうわ

５８年
ねん

）から１９

９２年
ねん

（平成
へいせい

４年
ねん

）までの期間
き か ん

「国連
こくれん

障害者
しょうがいしゃ

の１０年
ねん

」。１９９３年
ねん

（平成
へいせい

５年
ねん

）から

２００２年
ねん

（平成
へいせい

１４年
ねん

）までの期間
き か ん

を「アジア・太平洋
たいへいよう

 障害者
しょうがいしゃ

の１０年
ねん

」として、

日本
に ほ ん

を含
ふく

む多
おお

くの国
くに

で様々
さまざま

な取
と

り組
く

みが 行
おこな

われました。「ノーマライゼーション」の理念
り ね ん

が普及
ふきゅう

したこともあり、２００８年
ねん

（平成
へいせい

２０年
ねん

）「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条 約
じょうやく

」が発効
はっこう

され、日本
に ほ ん

においても「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」の改正
かいせい

、いわゆる「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」の成立
せいりつ

など、国内
こくない

関連法
かんれんほう

が整備
せ い び

されたことを受
う

け「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条 約
じょうやく

」は２０１４

年
ねん

（平成
へいせい

２６年
ねん

）、日本
に ほ ん

について発効
はっこう

されました。 

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」には、第
だい

３ 条
じょう

にて「地域
ち い き

社会
しゃかい

における共 生
きょうせい

等
とう

」が規定
き て い

され同 条
どうじょう

第
だい

２項
こう

に「全
すべ

て障害者
しょうがいしゃ

は、可能
か の う

な限
かぎ

り、どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかについての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

され、地域
ち い き

社会
しゃかい

において他
た

の人々
ひとびと

と共 生
きょうせい

することを 妨
さまた

げられないこと」とされています。 

このことは、施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

している人
ひと

、精神科
せいしんか

病 院
びょういん

に入 院
にゅういん

している人
ひと

も同様
どうよう

であり、自
みずか

らの意思
い し

でもって、住
す

む場所
ば し ょ

、住
す

む相手
あ い て

が選択
せんたく

できる環 境
かんきょう

を整備
せ い び

することが重 要
じゅうよう

です。

環 境
かんきょう

整備
せ い び

にあたっては、地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるハード面
めん

としての住 居
じゅうきょ

、住
す

まいの場
ば

、ソフ

ト面
めん

としての相談
そうだん

支援
し え ん

、日 中
にっちゅう

や余暇
よ か

の支援
し え ん

を含
ふく

むサービス等
とう

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を充 実
じゅうじつ

させて

いく必要
ひつよう

があります。 

「地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

」とは、本来
ほんらい

、この 考
かんが

え方
かた

に基
もと

づき実践
じっせん

されるべきものであり、

施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

している人
ひと

、精神科
せいしんか

病 院
びょういん

に入 院
にゅういん

している人
ひと

に対
たい

するアプローチやフォローな

ど、継
けい

続
ぞく

的
てき

な支
し

援
えん

を 行
おこな

う必
ひつ

要
よう

があります。また、地域
ち い き

でも親元
おやもと

、家族
か ぞ く

と離
はな

れ自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を望
のぞ

んでいる人
ひと

への支援
し え ん

のあり方
かた

など、更
さら

なる工夫
く ふ う

に取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

があります。 

 

１．施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

（１）施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

移行者数
いこうしゃすう

 

１１ 人
にん

 

 

  



第
だい
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（第
だい

６期
き

） 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

【見込
み こ

み方法
ほうほう

】 

「国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

」及
およ

び「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」に基
もと

づき、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

180人
にん

の６％以上
いじょう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

と、大阪府
おおさかふ

が実施
じ っ し

した施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

等
とう

に対
たい

する意向
い こ う

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

等
とう

を踏
ふ

まえて設定
せってい

します。 

【達成
たっせい

のための方策
ほうさく

】 

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

のうち地域
ち い き

移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する方
かた

の意向
い こ う

を踏
ふ

まえ、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

に関
かん

す

る 情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や相談
そうだん

に対応
たいおう

するとともに、 入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

、地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

などの各機関
かくきかん

と連携
れんけい

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

での生活
せいかつ

を試行的
しこうてき

に体験
たいけん

するなど、地域
ち い き

移行
い こ う

を円滑
えんかつ

に推進
すいしん

するための支援
し え ん

計画
けいかく

に基
もと

づき、地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と連携
れんけい

を図
はか

り必要
ひつよう

なサービス提 供
ていきょう

を実施
じ っ し

するこ

とにより、地域
ち い き

移行後
い こ う ご

の生活
せいかつ

を継続的
けいぞくてき

に支援
し え ん

します。 

 

（２）施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の削減
さくげん

 

７ 人
にん

 

 

【見込
み こ

み方法
ほうほう

】 

「国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

」及
およ

び「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」に基
もと

づき、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

における施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

180人
にん

から 1.6％以上
いじょう

削減
さくげん

することとして設定
せってい

します。 

【達成
たっせい

のための方策
ほうさく

】 

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する方
かた

の意向
い こ う

を踏
ふ

まえ、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

などの相談
そうだん

に対応
たいおう

するとともに、入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

、地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

などの各機関
かくきかん

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

移行
い こ う

を推進
すいしん

します。 

住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で住
す

み続
つづ

けるための社会
しゃかい

資源
し げ ん

、施策
し さ く

について整備
せ い び

、充 実
じゅうじつ

を図
はか

りま

す。 

 

２．精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

 

「国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

」及
およ

び「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」においては、精神
せいしん

障 害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムに関連
かんれん

して、都道府県
と ど う ふ け ん

が、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

には、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の

精神
せいしん

病 床
びょうしょう

から退院
たいいん

後
ご

１年
ねん

以内
い な い

の地域
ち い き

における生活
せいかつ

日数
にっすう

の平均
へいきん

及
およ

び精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における

１年
ねん

以上
いじょう

の長期
ちょうき

入 院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

を設定
せってい

すること、精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における退院率
たいいんりつ

を入 院
にゅういん

後
ご

３か

月
げつ

時点
じ て ん

、６か月
げつ

時点
じ て ん

、１年
ねん

時点
じ て ん

について目 標
もくひょう

を設定
せってい

することとされています。 

本市
ほ ん し

においては、退院
たいいん

した人
ひと

たちが安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

らすことのできる環 境
かんきょう

を構築
こうちく

す

るため、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

を、地域
ち い き

の受
う

け皿
ざら

の整備
せ い び

を協議
きょうぎ

する場
ば

として位置
い ち

づけ、内容
ないよう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

っていきます。  



第
だい

２節
せつ

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

） 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（１）精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の精神
せいしん

病 床
びょうしょう

から退院
たいいん

後
ご

１年
ねん

以内
い な い

の地域
ち い き

における平均
へいきん

生活
せいかつ

日数
にっすう

 

316 日
にち

 

 

（２）令和
れ い わ

５年
ねん

６月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

の精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における１年
ねん

以上
いじょう

の長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

 

227 人
にん

 

 

（３）精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における早期
そ う き

退院率
たいいんりつ

 

入
にゅう

院
いん

後
ご

３か月
げつ

時
じ

点
てん

 69 ％ 

入
にゅう

院
いん

後
ご

６か月
げつ

時
じ

点
てん

 86 ％ 

入
にゅう

院
いん

後
ご

１年
ねん

時
じ

点
てん

 92 ％ 

 

【見込
み こ

み方法
ほうほう

】 

大阪府
おおさかふ

では、令和
れ い わ

５年
ねん

６月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

の精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における１年
ねん

以上
いじょう

の長期
ちょうき

入 院
にゅういん

患者
かんじゃ

数
すう

8,688人
にん

とされた府域
ふ い き

の目標値
もくひょうち

について、市町村
しちょうそん

ごとに按分
あんぶん

された数値
す う ち

を目 標
もくひょう

として設定
せってい

します。 

（本市
ほ ん し

における令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の実績
じっせき

は 240人
にん

） 

【達成
たっせい

のための方策
ほうさく

】 

退院
たいいん

した人
ひと

たちが安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

らすことのできる環 境
かんきょう

を構築
こうちく

するため、

地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムについて内容
ないよう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

り、地域
ち い き

の精神
せいしん

保健
ほ け ん

医療
いりょう

福祉
ふ く し

体制
たいせい

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

 

３．地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

が有
ゆう

する機能
き の う

の充実
じゅうじつ

 

「国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

」及
およ

び「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」に基
もと

づき、「地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や

親元
おやもと

からの自立
じ り つ

等
とう

に 係
かかわ

る相談
そうだん

」「一人暮
ひ と り ぐ

らし、グループホームへの入 居
にゅうきょ

等
とう

の体験
たいけん

の機会
き か い

及
およ

び場
ば

の提 供
ていきょう

」「ショートステイの利便性
りべんせい

・対応力
たいおうりょく

の向 上
こうじょう

等
とう

による緊 急
きんきゅう

時
じ

の受入
うけいれ

対応
たいおう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

」「人材
じんざい

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

・連携
れんけい

等
とう

による専門性
せんもんせい

の確保
か く ほ

」「サービス拠点
きょてん

の整備
せ い び

及
およ

びコーディネーターの配置
は い ち

等
とう

による地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり」の５つの機能
き の う

が求
もと

められる地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

について、面的
めんてき

整備
せ い び

を基本
き ほ ん

に据
す

え、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までに整備
せ い び

していくと

ともに、整備後
せ い び ご

もそれらの機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

のため、年
ねん

１回
かい

以上
いじょう

運用
うんよう

状 況
じょうきょう

を検 証
けんしょう

・検討
けんとう

し

ていきます。 
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４．福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ向
む

けての取組
とりくみ

 

（１）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行数
いこうすう

に関
かん

する目標
もくひょう

について 

１０５ 人
にん

 

 

（２）就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を通
つう

じた一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行数
いこうすう

に関
かん

する目標
もくひょう

について 

６０ 人
にん

 

 

（３）就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

事業
じぎょう

を通
つう

じた一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行数
いこうすう

に関
かん

する目標
もくひょう

について 

３３ 人
にん

 

 

（４）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

を通
つう

じた一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行数
いこうすう

に関
かん

する目標
もくひょう

について 

１２ 人
にん

 

 

【見込
み こ

み方法
ほうほう

】 

「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」に基
もと

づき、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

における一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行
い こ う

実績
じっせき

（1,991人
にん

）の 1.27倍
ばい

以上
いじょう

（2,529人
にん

）、併
あわ

せて、就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

1.30倍
ばい

以上
いじょう

、

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

1.26倍
ばい

以上
いじょう

、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

1.23倍
ばい

以上
いじょう

という府域
ふ い き

の目 標
もくひょう

値
ち

について、市町村
しちょうそん

ごとに按分
あんぶん

された数値
す う ち

を目 標
もくひょう

として設定
せってい

します。 

【達成
たっせい

のための方策
ほうさく

】 

ハローワーク、枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター及
およ

び枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議
きょうぎ

会
かい

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

などと連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

の職場
しょくば

定着率
ていちゃくりつ

向 上
こうじょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みを

支援
し え ん

していきます。 

 

（５）就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

に関
かん

する目標
もくひょう

について 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

利用率
りようりつ

 ７割
わり

 

就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

８割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

 ９割
わり
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【見込
み こ

み方法
ほうほう

】 

「国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

」及
およ

び「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」に基
もと

づき、就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

の

利用者数
りようしゃすう

については、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

における就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

を通
つう

じた一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行者
いこうしゃ

のうち７割
わり

が就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

を利用
り よ う

することを目 標
もくひょう

として設定
せってい

し

ます。 

また、就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

の就 労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

については、「国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

」及
およ

び「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」に基
もと

づき、市内
し な い

の就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

する事業所
じぎょうしょ

におい

て、支援
し え ん

を開始
か い し

した時点
じ て ん

から１年後
ね ん ご

の就 労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

が８割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

が全体
ぜんたい

の９

割
わり

以上
いじょう

となることを目 標
もくひょう

として設定
せってい

します。 

【達成
たっせい

のための方策
ほうさく

】 

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

を通
つう

じ、就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

に向
む

けた取
と

り組
く

みを実施
じ っ し

します。 

 

（６）就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ型
がた

）事業所
じぎょうしょ

における平均
へいきん

工賃
こうちん

額
がく

 

１５，０００ 円
えん

（月額
げつがく

） 
 

【見込
み こ

み方法
ほうほう

】 

「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」に基
もと

づき、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）実績
じっせき

調査
ちょうさ

におい

て、枚方
ひらかた

市内
し な い

の就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所
じぎょうしょ

３７か所
しょ

（令和
れ い わ

２年
ねん

4月
がつ

1日
にち

現在
げんざい

）の令
れい

和元
わ が ん

年度
ね ん ど

の工賃
こうちん

実績
じっせき

の平均
へいきん

額
がく

1３,１５５円
えん

に 10％ 乗
じょう

じた額
がく

を上乗
う わ の

せし、目 標
もくひょう

を設定
せってい

します。 

【達成
たっせい

のための方策
ほうさく

】 

「枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調 達
ちょうたつ

の推進
すいしん

を図
はか

るための方針
ほうしん

」に基
もと

づき、就 労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

等
とう

からの購 入
こうにゅう

等
とう

の拡 充
かくじゅう

を図
はか

るなど、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

の受 注
じゅちゅう

機会
き か い

の拡大
かくだい

に取
と

り組
く

みます。 

あわせて、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

への業務
ぎょうむ

の発 注
はっちゅう

の促進
そくしん

などに取
と

り組
く

みます。 

 

５．相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

「国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

」及
およ

び「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」においては、総合的
そうごうてき

・専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

の実施
じ っ し

及
およ

び地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を実施
じ っ し

する体制
たいせい

を確保
か く ほ

するため、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までに、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターを設置
せ っ ち

することとされています。 

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）ニーズの多様化
た よ う か

を踏
ふ

まえ、きめ細
こま

やかで適切
てきせつ

な支援
し え ん

のため、地域
ち い き

の実 情
じつじょう

に応
おう

じた関係
かんけい

機関
き か ん

の明確
めいかく

な役割
やくわり

分担
ぶんたん

と有機的
ゆうきてき

な連携
れんけい

といった相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

に向
む

けて取
と

り組
く

みます。 

また、地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

の中 核
ちゅうかく

となる基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの機能
き の う

を強化
きょうか

すると

ともに、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

を活性化
かっせいか

します。 
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し
ょ
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６．障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るための体制
たいせい

構築
こうちく

 

「国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

」及
およ

び「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」においては、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス

等
とう

の質
しつ

を向 上
こうじょう

させるための取組
とりくみ

に関
かん

する事項
じ こ う

を実施
じ っ し

する体制
たいせい

を構築
こうちく

するため、令和
れ い わ

５年
ねん

度
ど

末
まつ

までに、不正
ふ せ い

請 求
せいきゅう

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

等
とう

の観点
かんてん

から報 酬
ほうしゅう

の審査
し ん さ

体制
たいせい

の強化
きょうか

等
とう

の取
と

り組
く

み、

指導
し ど う

権限
けんげん

を有
ゆう

する者
もの

との 協 力
きょうりょく

連携
れんけい

、適正
てきせい

な指導
し ど う

監査
か ん さ

等
とう

の実施
じ っ し

などの目 標
もくひょう

を設定
せってい

するこ

ととされています。 

本市
ほ ん し

においては、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

審査
し ん さ

支払
しはらい

等
とう

システム等
とう

でエラーの多
おお

い項
こう

目
もく

等
とう

につい

て指定
し て い

時
じ

研 修
けんしゅう

、集 団
しゅうだん

指導
し ど う

等
とう

の場
ば

で事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、注意
ちゅうい

喚起
か ん き

を 行
おこな

います。 

また、関係
かんけい

自治体
じ ち た い

との連携
れんけい

に努
つと

め、研 修
けんしゅう

の実施
じ っ し

等
とう

により職 員
しょくいん

の質
しつ

の向 上
こうじょう

を図
はか

るなど、

報 酬
ほうしゅう

の審査
し ん さ

体制
たいせい

の強化
きょうか

、及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

と障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

に対
たい

する指導
し ど う

監査
か ん さ

の適正
てきせい

な実施
じ っ し

に努
つと

めます。 
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第
だい
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せつ

 障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き
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１．重層的
じゅうそうてき

な地域
ち い き

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

「国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

」及
およ

び「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」においては、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センタ

ーを、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までに少
すく

なくとも１か所
しょ

以上
いじょう

設置
せ っ ち

することとされており、本市
ほ ん し

にお

いては、平成
へいせい

31年
ねん

４月
がつ

に、すぎの木
き

園
えん

と幼児
よ う じ

療 育
りょういく

園
えん

の両機能
りょうきのう

を有
ゆう

する新
あら

たな施設
し せ つ

とし

て「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」を開設
かいせつ

しました。 

センターでは、「児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」として通所
つうしょ

児童
じ ど う

の定員
ていいん

をこれまでの 2施設
し せ つ

計
けい

80

人
にん

から 110人
にん

に拡大
かくだい

し、発達
はったつ

や障 害
しょうがい

に応
おう

じた保育
ほ い く

・療 育
りょういく

を実施
じ っ し

しています。 

また、通所
つうしょ

児童
じ ど う

だけでなく、地域
ち い き

における障 害
しょうがい

のある子
こ

どもたちへの支援
し え ん

として、

「相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」「保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」「居宅
きょたく

訪問型
ほうもんかた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

」も実施
じ っ し

してい

ます。さらに、専門的
せんもんてき

なリハビリテーションの実施
じ っ し

や、通所
つうしょ

支援
し え ん

を利用
り よ う

していない発達上
はったつじょう

支援
し え ん

の必要
ひつよう

がある就学前
しゅうがくぜん

の子
こ

どもと保護者
ほ ご し ゃ

を対 象
たいしょう

にした遊
あそ

びや生活
せいかつ

・集 団
しゅうだん

の場
ば

を通
とお

し

て成 長
せいちょう

発達
はったつ

を 促
うなが

す「地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

すくすく」の実施
じ っ し

のほか、保育所
ほいくしょ

（園
えん

）等
とう

で障害児
しょうがいじ

を含
ふく

めたより良
よ

い集 団
しゅうだん

保育
ほ い く

が確保
か く ほ

できるよう、発達
はったつ

検査
け ん さ

などを通
とお

して適切
てきせつ

な助言
じょげん

を 行
おこな

う「巡 回
じゅんかい

相談
そうだん

・保育
ほ い く

相談
そうだん

」も実施
じ っ し

しています。 

以上
いじょう

のように、センターを本市
ほ ん し

における発達上
はったつじょう

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

のため支援
し え ん

機関
き か ん

の

拠点
きょてん

とし、同様
どうよう

に支援
し え ん

機関
き か ん

として事業
じぎょう

を実施
じ っ し

している市内
し な い

の事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

を通
つう

じて、

重層的
じゅうそうてき

な地域
ち い き

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

また、施設
し せ つ

入所児
にゅうしょじ

が年齢
ねんれい

超過
ちょうか

した場合
ば あ い

、中 央
ちゅうおう

子
こ

ども家庭
か て い

センターとの連携
れんけい

を図
はか

り、相
そう

談
だん

や支援
し え ん

等
とう

対
たい

応
おう

します。 

 

２．主
おも

に重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び放課後
ほ う か ご

等
とう

 

デイサービス事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

 

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 ７か所
しょ

 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業所
じぎょうしょ

 ９か所
しょ

 

 

【見込
み こ

み方法
ほうほう

】 

「大阪府
おおさかふ

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

」に基
もと

づき、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までの府域
ふ い き

での主
おも

に 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業所
じぎょうしょ

設置
せ っ ち

の

目標値
もくひょうち

について、市町村
しちょうそん

ごとに按分
あんぶん

された数値
す う ち

を踏
ふ

まえるとともに、本市
ほ ん し

における

事業所
じぎょうしょ

の設置
せ っ ち

状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、目 標
もくひょう

として設定
せってい

します。 
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【達成
たっせい

のための方策
ほうさく

】 

今後
こ ん ご

の事業所
じぎょうしょ

参 入
さんにゅう

動向
どうこう

を見極
み き わ

め、主
おも

に 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業所
じぎょうしょ

を育成
いくせい

、確保
か く ほ

できる方策
ほうさく

を検討
けんとう

していきます。 

 

３．医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

の協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

本市
ほ ん し

においては 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

や医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の支援
し え ん

に当
あ

たって、その人数
にんずう

や

多様化
た よ う か

するニーズの把握
は あ く

に対応
たいおう

するため管内
かんない

の支援
し え ん

体制
たいせい

の現 状
げんじょう

の把握
は あ く

や、関係者
かんけいしゃ

の役割
やくわり

等
とう

の検討
けんとう

等
とう

を 行
おこな

うために、平成
へいせい

31年
ねん

4月
がつ

より協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

しました。 

また、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

コーディネーターを配置
は い ち

し、協議
きょうぎ

の場
ば

を通
つう

じて、医療的
いりょうてき

ケアを

必要
ひつよう

とする障害児
しょうがいじ

に対
たい

して、社会
しゃかい

資源
し げ ん

の情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

等
とう

図
はか

っていきます。 
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第
だい

６期
き

計画
けいかく

見込
み こ

み 量
りょう

を算 出
さんしゅつ

するにあたっては、従 来
じゅうらい

は第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に計算
けいさん

しますが、令和
れ い わ

２年
ねん

の初
はじ

めから、

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の予防
よ ぼ う

のため、多数
た す う

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

が、活動
かつどう

を

停止
て い し

・ 縮 小
しゅくしょう

したり、サービス提供者
ていきょうしゃ

と利用者
りようしゃ

、および利用者
りようしゃ

同士
ど う し

の接 触
せっしょく

の機会
き か い

を減
へ

らすなどの対策
たいさく

を余儀
よ ぎ

なくされました。そのため、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

の実績
じっせき

の見込
み こ

み 量
りょう

が、例年
れいねん

に比
くら

べて少
すく

なくなるサービスがありました。（同行
どうこう

援護
え ん ご

、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

、移動
い ど う

支援
し え ん

） 

本
ほん

計画
けいかく

では、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の影 響
えいきょう

を 鑑
かんが

み、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

～令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

も参考
さんこう

にして、見込
み こ

み 量
りょう

を算 出
さんしゅつ

しています。 

 

【障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）】 

１．自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

の利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう

 

自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

のうち、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス及
およ

び相談
そうだん

支援
し え ん

についての第
だい

６期
き

計画
けいかく

見込
み こ

み

量
りょう

と整備
せ い び

の方向
ほうこう

を定
さだ

めます。 
 

（１）訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

●居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ） 

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むのに支障
ししょう

となる障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、居宅
きょたく

における食事
しょくじ

、入 浴
にゅうよく

等
とう

の身体
しんたい

介助
かいじょ

、洗濯
せんたく

、掃除
そ う じ

、買
か

い物
もの

等
とう

の家事
か じ

援助
えんじょ

、通院
つういん

等
とう

介助
かいじょ

を 行
おこな

います。 

●重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由者
ふ じ ゆ う し ゃ

又
また

は重度
じゅうど

の知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

若
も

しくは精神
せいしん

障 害
しょうがい

により行動上
こうどうじょう

著
いちじる

しい困難
こんなん

を有
ゆう

する障害者
しょうがいしゃ

で常時
じょうじ

介護
か い ご

を要
よう

する者
もの

に対
たい

して、居宅
きょたく

での入 浴
にゅうよく

、排
はい

せ

つ、食事
しょくじ

等
とう

の介護
か い ご

のほか、外 出
がいしゅつ

の際
さい

の移動中
いどうちゅう

の介護
か い ご

などの総合的
そうごうてき

な介護
か い ご

を 行
おこな

います。 

●同行
どうこう

援護
え ん ご

 

視覚
し か く

障 害
しょうがい

によって移動
い ど う

に 著
いちじる

しい困難
こんなん

がある方
かた

に対
たい

して、外 出
がいしゅつ

の際
さい

に必要
ひつよう

な

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

をはじめとした円滑
えんかつ

な移動
い ど う

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

●行動
こうどう

援護
え ん ご

 

知的
ち て き

障 害
しょうがい

又
また

は精神
せいしん

障 害
しょうがい

によって行動上
こうどうじょう

著
いちじる

しい困難
こんなん

があるため常時
じょうじ

介護
か い ご

が

必要
ひつよう

な方
かた

に対
たい

して、行動
こうどう

する際
さい

に 生
しょう

じる危険
き け ん

を回避
か い ひ

するために必要
ひつよう

な援助
えんじょ

や外 出
がいしゅつ

の際
さい

の移動中
いどうちゅう

の介護
か い ご

を 行
おこな

います。 

●重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

常時
じょうじ

介護
か い ご

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して居宅
きょたく

介護
か い ご

その他
た

の複数
ふくすう

のサービスを包括的
ほうかつてき

に

提 供
ていきょう

します。 



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

 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

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 855 884 914 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 25,929 26,722 27,508 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 27 27 28 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 7,707 7,707 8,023 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 135 138 141 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 3,457 3,534 3,611 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 3 3 3 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 264 264 264 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 0 0 0 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 0 0 0 

※第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

及
およ

び

入 院 中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行者
い こ うし ゃ

等
とう

や在宅
ざいたく

の新規
し ん き

利用者
り よ うし ゃ

の増加
ぞ う か

を含
ふく

めて見込
み こ

んでいます。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○「枚方市
ひらかたし

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

連絡会
れんらくかい

」などを通
つう

じて、広
ひろ

く情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を 行
おこな

い、

本市
ほ ん し

のサービス提 供
ていきょう

指針
し し ん

の周知
しゅうち

を 行
おこな

います。また、訪問
ほうもん

系
けい

サービスの内容
ないよう

につい

て情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を 行
おこな

うなどして、多様
た よ う

な事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の参 入
さんにゅう

を図
はか

ります。 

○「枚方市
ひらかたし

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

連絡会
れんらくかい

」と連携
れんけい

して、様々
さまざま

な障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

し

たヘルパーの確保
か く ほ

など、質
しつ

の高
たか

いサービスが提 供
ていきょう

できる環 境
かんきょう

づくりに努
つと

めます。 

 

  



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（２）短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ） 

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）を介護
か い ご

している家族
か ぞ く

が病気
びょうき

や出 産
しゅっさん

、その他
た

私的
し て き

な理由
り ゆ う

により介護
か い ご

が困難
こんなん

となった場合
ば あ い

、一時的
いちじてき

に施設
し せ つ

を利用
り よ う

（宿 泊
しゅくはく

）できます。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

 

 
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

 

短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 218 224 230 

利用
り よ う

日数
にっすう

 1,025 1,053 1,081 

※第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に、見込
み こ

んでいます。

また、アンケートにおいても、利用
り よ う

のしやすさについての要望
ようぼう

があり、ニーズが高
たか

い事
じ

業
ぎょう

である

ため、見込
み こ

み量
りょう

に反映
はんえい

させています。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

でサービスが利用
り よ う

できるよう、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の参 入
さんにゅう

を 促
うなが

す

とともに、医療
いりょう

機関
き か ん

をはじめとした関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

のもと、医療
いりょう

的
てき

ケアに対
たい

応
おう

で

きるなどの様々
さまざま

なニーズに対応
たいおう

したサービス提 供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つと

めます。 

〇グループホームを新規
し ん き

開設
かいせつ

する事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

に、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の併設
へいせつ

整備
せ い び

について

積極的
せっきょくてき

に 働
はたら

きかけます。 

○既存
き そ ん

施設
し せ つ

の増 床
ぞうしょう

や空
あ

き施設
し せ つ

の利用
り よ う

、介護
か い ご

保険
ほ け ん

施設
し せ つ

との相互
そ う ご

利用
り よ う

など事
じ

業 者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

し、既存
き そ ん

施設
し せ つ

の活用
かつよう

を図
はか

ります。 

〇地域
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

の検討
けんとう

に合
あ

わせ、緊 急
きんきゅう

時
じ

でも利用
り よ う

できるよう体制
たいせい

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

 

  



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（３）日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

●生活
せいかつ

介護
か い ご

 

常時
じょうじ

介護
か い ご

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

に入 浴
にゅうよく

、排
はい

せつ及
およ

び食事
しょくじ

等
とう

の介護
か い ご

や日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の

支援
し え ん

を 行
おこな

うとともに、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

や生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

します。 

●自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

一定
いってい

期間
き か ん

、通所
つうしょ

又
また

は利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

への訪問
ほうもん

により、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

その他
た

必要
ひつよう

なリハビリテーション、生活
せいかつ

等
とう

に関
かん

する相談
そうだん

及
およ

び助言
じょげん

その他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

い

ます。 

●自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

一定
いってい

期間
き か ん

、通所
つうしょ

又
また

は利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

への訪問
ほうもん

により、入 浴
にゅうよく

、排
はい

せつ及
およ

び食事
しょくじ

等
とう

に関
かん

する自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

、生活
せいかつ

等
とう

に関
かん

する相談
そうだん

及
およ

び助言
じょげん

そ

の他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

●就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

が見込
み こ

まれる 65歳
さい

未満
み ま ん

又
また

は 65歳
さい

以上
いじょう

の障害者
しょうがいしゃ

（65歳
さい

に達
たっ

する前
まえ

５

年間
ねんかん

（入 院
にゅういん

その他
た

やむを得
え

ない事由
じ ゆ う

により障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに係
かか

る支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けていなかった期間
き か ん

を除
のぞ

く。）引
ひ

き続
つづ

き障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに係
かか

る支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けて

いたものであって、65歳
さい

に達
たっ

する前日
ぜんじつ

において就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

に係
かか

る支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けていた障害者
しょうがいしゃ

に限
かぎ

る。）の方
かた

に、一定
いってい

期間
き か ん

、生産
せいさん

活動
かつどう

その他
た

の活動
かつどう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

し、就 労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

及
およ

び能 力
のうりょく

の向 上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

及
およ

び就 労
しゅうろう

活動
かつどう

に関
かん

す

る支援
し え ん

等
とう

を 行
おこな

います。 

●就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ型
がた

） 

一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

のうち、雇用
こ よ う

契約
けいやく

などに基
もと

づく就 労
しゅうろう

が可能
か の う

な 65歳
さい

未満
み ま ん

又
また

は 65歳
さい

以上
いじょう

の障害者
しょうがいしゃ

（65歳
さい

に達
たっ

する前
まえ

５年間
ねんかん

（入 院
にゅういん

その他
た

やむを得
え

ない

事由
じ ゆ う

により障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに係
かか

る支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けていなかった期間
き か ん

を除
のぞ

く。）引
ひ

き続
つづ

き障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに係
かか

る支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けていたものであって、65歳
さい

に達
たっ

す

る前日
ぜんじつ

において就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

に係
かか

る支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けていた障害者
しょうがいしゃ

に限
かぎ

る。）の

方
かた

に、雇用
こ よ う

契約
けいやく

に基
もと

づく就 労
しゅうろう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

するとともに、就 労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

及
およ

び

能 力
のうりょく

の向 上
こうじょう

に必要
ひつよう

な訓練
くんれん

、 就 職
しゅうしょく

活動
かつどう

に関
かん

する支援
し え ん

等
とう

を 行
おこな

います。 

●就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ型
がた

） 

一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

に、就 労
しゅうろう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

するとともに就 労
しゅうろう

に必
ひつ

要
よう

な

知識
ち し き

及
およ

び能 力
のうりょく

の向 上
こうじょう

に必要
ひつよう

な訓練
くんれん

、 就 職
しゅうしょく

活動
かつどう

に関
かん

する支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

●就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

等
とう

の利用
り よ う

を経
へ

て一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

へ移行
い こ う

した障害者
しょうがいしゃ

に、就 労
しゅうろう

に 伴
ともな

う生
せい

活面
かつめん

の課題
か だ い

に対
たい

し、就 労
しゅうろう

の継続
けいぞく

を図
はか

るために、企業
きぎょう

・自宅
じ た く

等
とう

への訪問
ほうもん

等
とう

により必要
ひつよう

な連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

や指導
し ど う

・助言
じょげん

等
とう

を 行
おこな

います。 



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

●療養
りょうよう

介護
か い ご

 

医療
いりょう

及
およ

び常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

に、病 院
びょういん

において、機能
き の う

訓練
くんれん

、療 養 上
りょうようじょう

の管理
か ん り

、看護
か ん ご

、医学的
いがくてき

管理
か ん り

の下
もと

における介護
か い ご

や日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

 
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

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 950 985 1,007 

利用
り よ う

日数
にっすう

 17,575 18,223 18,630 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 8 8 8 

利用
り よ う

日数
にっすう

 114 114 114 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 38 40 41 

利用
り よ う

日数
にっすう

 649 683 702 

就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 160 166 173 

利用
り よ う

日数
にっすう

 2,552 2,646 2,755 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

（Ａ型
がた

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 185 192 199 

利用
り よ う

日数
にっすう

 3,457 3,587 3,717 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

（Ｂ型
がた

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 699 724 747 

利用
り よ う

日数
にっすう

 11,743 12,163 12,550 

就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 実利用者数
じつりようしゃすう

 45 47 49 

療 養
りょうよう

介護
か い ご

 実利用者数
じつりようしゃすう

 53 53 53 

※支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の新規
し ん き

学卒者
がくそつしゃ

、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

及
およ

び入 院 中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行者
い こ うし ゃ

等
とう

及
およ

び在宅者
ざいたくしゃ

の

利用者
り よ うし ゃ

推計
すいけい

を基
もと

に見込
み こ

んでいます。就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

については、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

実績
じっせき

を基
もと

に見込
み こ

んでいます。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○既存
き そ ん

施設
し せ つ

を含
ふく

む地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を有効
ゆうこう

に活用
かつよう

しながら、利用者
りようしゃ

のニーズに対応
たいおう

で

きるよう各
かく

サービスの 供 給 量
きょうきゅうりょう

の適切
てきせつ

な増加
ぞ う か

を図
はか

ります。 

○就 労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

と 就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターとの連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

るなど、関係
かんけい

機関
き か ん

と

協 力
きょうりょく

し、就 労
しゅうろう

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 

  



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（４）居住
きょじゅう

系
けい

サービス 

●共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム） 

地域
ち い き

において共 同
きょうどう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むのに支障
ししょう

のない障害者
しょうがいしゃ

に、主
しゅ

として夜間
や か ん

において、

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

を 営
いとな

む住 居
じゅうきょ

で、相談
そうだん

、入 浴
にゅうよく

、排
はい

せつ又
また

は食事
しょくじ

の介護
か い ご

その他
た

の日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

●施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

夜
や

間
かん

に介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

に、居 住
きょじゅう

の場
ば

を提 供
ていきょう

し、主
しゅ

として夜間
や か ん

に、入 浴
にゅうよく

、

排
はい

せつ及
およ

び食事
しょくじ

の介護
か い ご

、生活
せいかつ

等
とう

に関
かん

する相談
そうだん

及
およ

び助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

●自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

やグループホーム等
とう

を利用
り よ う

していた障害者
しょうがいしゃ

に、一人暮
ひ と り ぐ

らしに

必要
ひつよう

な理解力
りかいりょく

や生
せい

活 力
かつりょく

を 補
おぎな

うために、定期的
ていきてき

な居宅
きょたく

訪問
ほうもん

や随時
ず い じ

の対応
たいおう

により必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：１月
つき

あたりの実利用者数
じつりようしゃすう

 

 
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

 

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 430 472 516 

施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

 175 174 173 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 0 0 0 

※施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

及
およ

び入 院 中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行者
い こ うし ゃ

等
とう

や在宅
ざいたく

の新規
し ん き

利用者
り よ うし ゃ

の増加
ぞ う か

を含
ふく

め見込
み こ

んで

います。施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

については「大阪府
お お さか ふ

の基本的
き ほ んて き

な考
かんが

え方
かた

」との整合
せいごう

を図
はか

り、見込
み こ

んでいます。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○障害者
しょうがいしゃ

が、 自
みずか

ら生活
せいかつ

の場
ば

を選択
せんたく

し、地域
ち い き

で生活
せいかつ

を始
はじ

めたり、住
す

み続
つづ

けたいまち

で住
す

み続
つづ

けられるよう、共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム）事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

策
さく

として整備
せ い び

補助
ほ じ ょ

や運営
うんえい

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

するなどして整備
せ い び

・拡 充
かくじゅう

に努
つと

めます。 

○グループホームの世話人
せ わ に ん

養成
ようせい

研 修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

に努
つと

めます。 

 

  



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（５）相談
そうだん

支援
し え ん

 

施設
し せ つ

から地域
ち い き

での生活
せいかつ

に移行
い こ う

する人
ひと

や、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

に関
かん

する調 整
ちょうせい

が

困難
こんなん

な人
ひと

などに対
たい

して、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

がサービス利用
り よ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

し、定期的
ていきてき

にモニタ

リングを 行
おこな

うなど計画的
けいかくてき

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：１月
つき

あたりの実利用者数
じつりようしゃすう

 

 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

 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 112 134 147 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 1 1 1 

地域
ち い き

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 1 1 1 

※地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

については、第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

や精神科
せ い しん か

病院
びょういん

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行者数
いこうしゃすう

を勘案
かんあん

して見込
み こ

んでいます。地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

については、第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に、

単身
たんしん

障害者
しょうがいしゃ

や地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行者数
いこうしゃすう

を勘案
かんあん

して見込
み こ

んでいます。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

〇市
し

全体
ぜんたい

での相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

のあり方
かた

を検討
けんとう

する上
うえ

で実 情
じつじょう

を把握
は あ く

し、各相談
かくそうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の機能
き の う

強化
きょうか

が図
はか

れるよう支援
し え ん

していきます。 

○相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

して相談
そうだん

に係
かか

る技量
ぎりょう

向 上
こうじょう

のため、講座
こ う ざ

・講 習
こうしゅう

など

の受講
じゅこう

を勧 奨
かんしょう

し、利用者
りようしゃ

のニーズを踏
ふ

まえたサービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

ができるよ

う、人材
じんざい

の育成
いくせい

に努
つと

めます。 

 

  



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（６）精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

 

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

では、精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における長期
ちょうき

入 院
にゅういん

患者
かんじゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

に向
む

けて、当事者
とうじしゃ

への訪問
ほうもん

面接
めんせつ

を実施
じ っ し

し、退院
たいいん

への意欲
い よ く

を高
たか

め

る支
し

援
えん

に取
と

り組
く

むとともに、精神
せいしん

障 害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

を進
すす

め

るため、保健
ほ け ん

、精神科
せいしんか

病 院
びょういん

及
およ

び福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

と位置付
い ち づ

けた部会
ぶ か い

活動
かつどう

を通
つう

じ

て、重層的
じゅうそうてき

な連携
れんけい

による支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

しています。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

（年間
ねんかん

） 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

及
およ

び福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による

協議
きょうぎ

の場
ば

の開催
かいさい

回数
かいすう

 
6 6 6 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

及
およ

び福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による

協議
きょうぎ

の場
ば

への関係者
かんけいしゃ

の参加者数
さんかしゃすう

 
16 16 16 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

及
およ

び福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による

協議
きょうぎ

の場
ば

における目 標
もくひょう

設定
せってい

及
およ

び

評価
ひょうか

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 

１ １ １ 

 

単位
た ん い

：月
つき

平均
へいきん

利用者数
りようしゃすう

 

 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

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 1 1 1 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 1 1 1 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 63 70 77 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 0 0 0 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○自
じ

立
りつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

）を中 心
ちゅうしん

に関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

りながら、当事者
とうじしゃ

本人
ほんにん

が安定
あんてい

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を継続
けいぞく

して送
おく

れるよう支援
し え ん

していきます。 

 

  



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（７）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

等
とう

 

相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

を充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

するため、本市
ほ ん し

においては、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターを中 心
ちゅうしん

に総合的
そうごうてき

・専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

の実施
じ っ し

及
およ

び地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を実施
じ っ し

する体制
たいせい

を

確保
か く ほ

しています。また、主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を計画的
けいかくてき

に確保
か く ほ

し、地域
ち い き

の相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

する訪問
ほうもん

等
とう

による専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

等
とう

を 行
おこな

っています。さらに地域
ち い き

課題
か だ い

を 抽 出
ちゅうしゅつ

し、

検 証
けんしょう

するとともに地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の検 証
けんしょう

・評価
ひょうか

を 行
おこな

うなど相談
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

を検討
けんとう

しています。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

（年間
ねんかん

） 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

総合的
そうごうてき

・専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

の実施
じ っ し

の

有無
う む

 
有
あり

 有
あり

 有
あり

 

地域
ち い き

の相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

する訪問
ほうもん

等
とう

による専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

・助言
じょげん

件数
けんすう

 
６ ６ ６ 

地域
ち い き

の相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

の人材
じんざい

育成
いくせい

の 

支援
し え ん

件数
けんすう

 
6 6 6 

地域
ち い き

の相談
そうだん

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

の取組
とりくみ

の

実施
じ っ し

回数
かいすう

 
13 13 13 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○ 障
しょう

害
がい

種別
しゅべつ

や各種
かくしゅ

のニーズに対応
たいおう

できる総合的
そうごうてき

・専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

の実施
じ っ し

のため、

事前
じ ぜ ん

検討会
けんとうかい

を 行
おこな

い、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターや地域
ち い き

の相談
そうだん

機関
き か ん

との連携
れんけい

の体制
たいせい

強化
きょうか

に

努
つと

めます。また、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

を中 心
ちゅうしん

に主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を計画的
けいかくてき

に

確保
か く ほ

します。新任
しんにん

や現任
げんにん

の相談員
そうだんいん

に対
たい

しても指導
し ど う

育成
いくせい

を 行
おこな

います。 

 

 

  



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（８）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

を向上
こうじょう

させるための取組
とりくみ

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が真
しん

に必要
ひつよう

とする障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サ

ービス等
とう

が提 供
ていきょう

できているのか検 証
けんしょう

を 行
おこな

っていくため、大阪府
おおさかふ

が実施
じ っ し

する障害福祉
しょうがいふくし

サ

ービス等
とう

に係
かか

る研 修
けんしゅう

その他
た

の研 修
けんしゅう

への本市
ほ ん し

職 員
しょくいん

の参加
さ ん か

や障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

審査
し ん さ

支払
しはらい

等
とう

システム等
とう

による審査
し ん さ

結果
け っ か

の分析
ぶんせき

に基
もと

づく結果
け っ か

を活用
かつよう

し、事業所
じぎょうしょ

や関係
かんけい

自治体
じ ち た い

等
とう

との

共 有
きょうゆう

に努
つと

めます。 

また、請 求
せいきゅう

の過誤
か ご

を無
な

くすための取組
とりくみ

や適正
てきせい

な運営
うんえい

を 行
おこな

っている事業所
じぎょうしょ

を確保
か く ほ

する

ため、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

と障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

に対
たい

する指導
し ど う

監査
か ん さ

の適正
てきせい

な

実施
じ っ し

に努
つと

めています。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

（年間
ねんかん

） 

 
 

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

に

係
かか

る 各種
かくしゅ

研 修
けんしゅう

の 参加
さ ん か

人数
にんずう

 

年間
ねんかん

参加
さ ん か

人数
にんずう

 10 10 10 

審査
し ん さ

支払
しはらい

等
とう

システム等
とう

で

の審査
し ん さ

結果
け っ か

を分析
ぶんせき

・活用
かつよう

し、事業所
じぎょうしょ

や関係
かんけい

自治体
じ ち た い

等
とう

と 共 有
きょうゆう

す る 体制
たいせい

の

有無
う む

及
およ

びそれに基
もと

づく

実施
じ っ し

回数
かいすう

 

体制
たいせい

の有無
う む

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

年間
ねんかん

参加
さ ん か

人数
にんずう

 14 14 14 

障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

サ ー ビ ス

事業所
じぎょうしょ

等
とう

に 対
たい

す る 指導
し ど う

監査
か ん さ

の結果
け っ か

の共 有
きょうゆう

回数
かいすう

 

体制
たいせい

の有無
う む

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

年間
ねんかん

共 有
きょうゆう

回数
かいすう

 2 2 2 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○本市
ほ ん し

においては、報 酬
ほうしゅう

の審査
し ん さ

体制
たいせい

の強化
きょうか

、指導
し ど う

権限
けんげん

を有
ゆう

する部署
ぶ し ょ

との 協 力
きょうりょく

・連携
れんけい

や適正
てきせい

な指導
し ど う

監査
か ん さ

等
とう

の実施
じ っ し

等
とう

とともに、研 修
けんしゅう

の実施
じ っ し

等
とう

により市町村
しちょうそん

職 員
しょくいん

の質
しつ

の

向 上
こうじょう

にも努
つと

め、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が真
しん

に必要
ひつよう

とする障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

が提 供
ていきょう

できるよ

う努
つと

めます。 

 

  



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

２．地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう

 

本市
ほ ん し

における障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）のニーズを踏
ふ

まえ、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

についての第
だい

６期
き

計画
けいかく

見込
み こ

み 量
りょう

と整備
せ い び

の方向
ほうこう

を定
さだ

めます。 

 

（１）理解
り か い

促進
そくしん

研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）が日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

るうえで 生
しょう

じる「社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

」をなく

すため、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

に対
たい

して、障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるための研修会
けんしゅうかい

やイベ

ントの開催
かいさい

、啓発
けいはつ

活動
かつどう

などを 行
おこな

います。 

 

 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

 

啓発
けいはつ

イベントの開催
かいさい

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

 

（２）自発的
じはつてき

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）や家族
か ぞ く

などが地域
ち い き

において自発的
じはつてき

に 行
おこな

う活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

 

 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

 

ふれあいｽﾎﾟｰﾂ交流会
こうりゅうかい

等
とう

の開催
かいさい

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

 

（３）相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

障害児
しょうがいじ

が障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の給付
きゅうふ

決定
けってい

又
また

は給付
きゅうふ

決定
けってい

の変更前
へんこうまえ

に、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

します。給付
きゅうふ

決定
けってい

又
また

は変更後
へんこうご

、サービス事業
じぎょう

所
しょ

等
とう

との連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

の上
うえ

、

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

を 行
おこな

います。一定
いってい

期間
き か ん

ごとにモニタリングを 行
おこな

います。 

 

  



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：か所数
しょすう

 

 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

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所数
じぎょうしょすう

 7 7 ９ 

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

障害児
しょうがいじ

療 育
りょういく

等
とう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 1 1 1 

※７か所
しょ

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の中
なか

で、６か所
しょ

については地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅠ型
かた

を併設
へいせつ

し、うち３か

所
しょ

を障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にとらわれず総合的
そうごうてき

、専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

を実施
じ っ し

する基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターとし、３

か所
しょ

を主
しゅ

たる障害
しょうがい

種別
しゅべつ

で身体
しんたい

、知的
ち て き

、精神
せいしん

のそれぞれに対応
たいおう

した相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

として整備
せ い び

して

います。残
のこ

る 1か所
しょ

については地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅢ型
がた

を併設
へいせつ

した相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

として整備
せ い び

し

ています。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

の拠点
きょてん

としての役割
やくわり

を果
は

たすとともに、障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

にかかわらず幅広
はばひろ

い相談
そうだん

内容
ないよう

に対応
たいおう

できるよう充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

○基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターにおける支援
し え ん

事業
じぎょう

については、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

を活用
かつよう

した支援
し え ん

内容
ないよう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

○基
き

幹
かん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

を中 心
ちゅうしん

とした、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

の関係
かんけい

機関
き か ん

によるネットワーク

（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

）で、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で障害者
しょうがいしゃ

を支
ささ

えるために必要
ひつよう

となる施策
し さ く

につ

いて定期的
ていきてき

に議論
ぎ ろ ん

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

、かつ、計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

を図
はか

ります。 

〇市
し

全体
ぜんたい

での相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

のあり方
かた

を検討
けんとう

し、相談
そうだん

支援
し え ん

に係
かか

る体制
たいせい

整備
せ い び

を図
はか

ります。 

 

（４）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

枚方市
ひらかたし

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

とも整合性
せいごうせい

を図
はか

り、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

における申
もう

し立
た

て費用
ひ よ う

の助成
じょせい

及
およ

び、報 酬
ほうしゅう

助成
じょせい

に関
かん

する対 象
たいしょう

見直
み な お

しなどに努
つと

めます。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：人
にん

 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
25 27 29 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（５）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

聴 覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

又
また

は音声
おんせい

機能
き の う

の 障 害
しょうがい

のため意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることに 障 害
しょうがい

のある

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

して手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

等
とう

を派遣
は け ん

する他
ほか

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

の窓口
まどぐち

に

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を配置
は い ち

し、円滑
えんかつ

なコミュニケーションを図
はか

るための支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：年間
ねんかん

 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

派遣
は け ん

 
件数
けんすう

 844 869 894 

時間
じ か ん

 2,159 2,224 2,288 

要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

等
とう

派遣
は け ん

 
件数
けんすう

 12 12 13 

時間
じ か ん

 136 136 147 

※第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に、新規
し ん き

利用者
り よ うし ゃ

の増加
ぞ う か

を含
ふく

めて見込
み こ

んでいます。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：設置者数
せっちしゃすう

 

 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

 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

 2 2 2 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○講習会
こうしゅうかい

を実施
じ っ し

するなど、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

等
とう

の人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

に努
つと

めま

す。 

○関係
かんけい

団体
だんたい

の 協 力
きょうりょく

を得
え

て、大阪府
おおさかふ

、府下
ふ か

政令
せいれい

市
し

、中 核
ちゅうかく

市
し

とも連携
れんけい

しながら、人材
じんざい

の育成
いくせい

に努
つと

めます。 

 

（６）専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を行
おこな

う者
もの

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

大阪府
おおさかふ

、府下
ふ か

政令
せいれい

市
し

、中 核
ちゅうかく

市
し

との共 同
きょうどう

実施
じ っ し

により、意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることが困難
こんなん

な障 害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

が自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

、又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 行
おこな

うことができるようになることを

目的
もくてき

として、専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を 行
おこな

う者
もの

を派遣
は け ん

する体制
たいせい

を整備
せ い び

するため、

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

、盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

け通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

を養成
ようせい

します。 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：年間
ねんかん

 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

登録
とうろく

試験
し け ん

 

合格者数
ごうかくしゃすう

 
20 20 20 

養成
ようせい

講 習
こうしゅう

修 了
しゅうりょう

 

見込者数
みこみしゃすう

 
15 15 15 

要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

養成
ようせい

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

登録
とうろく

試験
し け ん

 

合格者数
ごうかくしゃすう

 
5 5 5 

養成
ようせい

講 習
こうしゅう

修 了
しゅうりょう

 

見込者数
みこみしゃすう

 
10 10 10 

盲
もう

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

養成
ようせい

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

登録者数
とうろくしゃすう

 30 30 30 

養成
ようせい

講 習
こうしゅう

修 了
しゅうりょう

 

見込者数
みこみしゃすう

 
30 30 30 

失語症者向
しつごしょうしゃむ

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

養成
ようせい

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

登録者数
とうろくしゃすう

 無
なし

 無
なし

 無
なし

 

養成
ようせい

講 習
こうしゅう

修 了
しゅうりょう

 

見込者数
みこみしゃすう

 
10 10 10 

※数値
す う ち

は、大阪府
お お さか ふ

、府下
ふ か

政令
せいれい

市
し

、中核
ちゅうかく

市
し

全体
ぜんたい

の総数
そうすう

で見込
み こ

んでいます。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○関係
かんけい

団体
だんたい

の 協 力
きょうりょく

を得
え

て、大阪府
おおさかふ

、府下
ふ か

政令
せいれい

市
し

、中 核
ちゅうかく

市
し

とも連携
れんけい

しながら、人材
じんざい

の育成
いくせい

に努
つと

めます。 
 

（７）専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を行
おこな

う者
もの

の派遣
は け ん

事業
じぎょう

 

大阪府
おおさかふ

、府下
ふ か

政令
せいれい

市
し

、中 核
ちゅうかく

市
し

との共 同
きょうどう

実施
じ っ し

により、専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を 行
おこな

う者
もの

を派遣
は け ん

します。失語症者向
しつごしょうしゃむ

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

については養成
ようせい

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

にとど

まり、派遣
は け ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

はありません。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：年間
ねんかん

 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

盲
もう

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

 

派遣
は け ん

事業
じぎょう

 

件数
けんすう

 75 100 125 

時間
じ か ん

 300 400 500 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○関係
かんけい

団体
だんたい

の 協 力
きょうりょく

を得
え

て、大阪府
おおさかふ

、府下
ふ か

政令
せいれい

市
し

、中 核
ちゅうかく

市
し

とも連携
れんけい

しながら、サー

ビスの利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

 

（８）手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

聴 覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

又
また

は音声
おんせい

機能
き の う

の障 害
しょうがい

のため意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることに障 害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

に

対
たい

して社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

するため、手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

を養成
ようせい

する研 修
けんしゅう

を 行
おこな

います。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：終 了
しゅうりょう

見込者数
みこみしゃすう

 

 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

 

手話
し ゅ わ

講習会
こうしゅうかい

 50 50 50 

 

（９）日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

 

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の便宜
べ ん ぎ

を図
はか

るため以下
い か

の福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

を 行
おこな

います。 

 

●介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

特殊
とくしゅ

寝台
しんだい

など、身体
しんたい

介護
か い ご

の支援
し え ん

や訓練
くんれん

のための用具
よ う ぐ

 

●自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

入 浴
にゅうよく

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

や歩行
ほ こ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

など、入 浴
にゅうよく

、移動
い ど う

などの自立
じ り つ

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため

の用具
よ う ぐ

 

●在宅
ざいたく

療養
りょうよう

等
とう

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

電気式
でんきしき

たん吸引器
きゅういんき

など、在宅
ざいたく

療 養
りょうよう

を支援
し え ん

するための用具
よ う ぐ

 

●情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

点字器
て ん じ き

や人工
じんこう

喉頭
こうとう

など、情 報
じょうほう

伝達
でんたつ

や意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

するための用具
よ う ぐ

 

●排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

ストマ用
よう

装具
そ う ぐ

など、排泄
はいせつ

管理
か ん り

を支援
し え ん

するための用具
よ う ぐ

 

●居宅
きょたく

生活
せいかつ

動作
ど う さ

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

 

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の居宅
きょたく

生活
せいかつ

動作
ど う さ

を円滑
えんかつ

にするための用具
よ う ぐ

で、その設置
せ っ ち

に小規模
しょうきぼ

な

住 宅
じゅうたく

改 修
かいしゅう

を 伴
ともな

うもの 

 



第
だい
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 障害福祉
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：件数
けんすう

 

 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

 

介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 45 47 48 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 109 112 115 

在宅
ざいたく

療 養
りょうよう

等
とう

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 83 86 88 

情 報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 100 103 106 

排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 9,057 9,327 9,597 

居宅
きょたく

生活
せいかつ

動作
ど う さ

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

 11 12 12 

※第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に、見込
み こ

んでいます。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○国
こく

、大阪府
おおさかふ

とも連携
れんけい

しながら、適宜
て き ぎ

、対 象
たいしょう

品目
ひんもく

を見直
み な お

すなどし、障 害
しょうがい

特性
とくせい

や個々
こ こ

の必要性
ひつようせい

に応
おう

じて事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します。 

 

（10）移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

屋外
おくがい

での移動
い ど う

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）について、外 出
がいしゅつ

のための支援
し え ん

を 行
おこな

うことに

より、地域
ち い き

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

を 促
うなが

すことを目的
もくてき

としてガイドヘルパー

（移動
い ど う

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

）を派遣
は け ん

します。 

●障害児
しょうがいじ

通学
つうがく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

１
ひと

人
り

で通学
つうがく

することが困難
こんなん

な障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

に対
たい

して、保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

の就 労
しゅうろう

や病気
びょうき

などのやむを得
え

ない理由
り ゆ う

があるため、付
つ

き添
そ

うことが困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

にある

場合
ば あ い

の通学
つうがく

を支援
し え ん

します。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：年間
ねんかん

 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 1,309 1,320 1,330 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 252,039 253,439 254,839 

※第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に、新規
し ん き

利用者
り よ うし ゃ

の増加
ぞ う か

を含
ふく

めて見込
み こ

んでいます。 

 



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：年間
ねんかん

 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

障害児
しょうがいじ

通学
つうがく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 45 45 45 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 7,830 7,830 7,830 

※第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に見込
み こ

んでいます。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○「枚方市
ひらかたし

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

連絡会
れんらくかい

」などを通
つう

じて、広
ひろ

く情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を 行
おこな

い、

本市
ほ ん し

のサービス提 供
ていきょう

指針
し し ん

の周知
しゅうち

を 行
おこな

います。 

○ガイドヘルパー養成
ようせい

研 修
けんしゅう

等
とう

を開催
かいさい

し、それぞれの障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

したヘルパーを

育成
いくせい

するなど、質
しつ

の高
たか

いサービスが提 供
ていきょう

できる環 境
かんきょう

づくりに努
つと

めます。 

〇障害児
しょうがいじ

通学
つうがく

支援
し え ん

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

するヘルパーの育成
いくせい

研 修
けんしゅう

を柔 軟
じゅうなん

に 行
おこな

うなどして、

従事者
じゅうじしゃ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

 

（11）地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

 

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

、生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

や交 流
こうりゅう

促進
そくしん

などを図
はか

るための日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を提 供
ていきょう

しま

す。なお、センターには以下
い か

の３類型
るいけい

があります。 

 

Ⅰ型
がた

：専門
せんもん

職 員
しょくいん

（精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

など）を配置
は い ち

し、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

及
およ

び地域
ち い き

との連携
れんけい

強化
きょうか

のための調 整
ちょうせい

、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

への障 害
しょうがい

や障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

促進
そくしん

のための

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

などの事業
じぎょう

を 行
おこな

います（相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

を併設
へいせつ

）。 

Ⅱ型
がた

：機能
き の う

訓練
くんれん

、社会
しゃかい

適応
てきおう

訓練
くんれん

などのサービスを提 供
ていきょう

します。 

Ⅲ型
がた

：創作的
そうさくてき

活動
かつどう

又
また

は生産
せいさん

活動
かつどう

を 行
おこな

い、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：か所数
しょすう

 

 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

 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅠ型
がた

 6 6 6 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅡ型
がた

 1 1 1 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅢ型
がた

 ２ ２ ４ 

 



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○本市
ほ ん し

独自
ど く じ

の整備
せ い び

の方向
ほうこう

としては、あらゆるニーズに対
たい

応
おう

するための拠点
きょてん

としての

基幹型
きかんかた

である「地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅠ型
がた

」については主
しゅ

たる障 害
しょうがい

ごとの障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

の中心的
ちゅうしんてき

役割
やくわり

としており、その機能
き の う

を高
たか

めていきます。 

〇市
し

全体
ぜんたい

での相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

のあり方
かた

を検討
けんとう

し、相談
そうだん

支援
し え ん

に係
かか

る体制
たいせい

整備
せ い び

を図
はか

る中
なか

で

「地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅢ型
がた

」の機能
き の う

、役割
やくわり

について明確
めいかく

にし、整備
せ い び

を図
はか

っていき

ます。 

 

（12）日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

家族
か ぞ く

の就 労
しゅうろう

支援
し え ん

及
およ

び一時的
いちじてき

な休 息
きゅうそく

を目的
もくてき

として、障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の

提 供
ていきょう

、見守
み ま も

りなどの支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：年間
ねんかん

 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

日 中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 日数
にっすう

 7,909 8,147 ８,385 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○利用者
りようしゃ

のニーズ把握
は あ く

に努
つと

めるとともに、ニーズの拡大
かくだい

や多様化
た よ う か

に対応
たいおう

できるよう、

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の参 入
さんにゅう

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

○障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

した 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

の確保
か く ほ

など、質
しつ

の高
たか

いサービスが提 供
ていきょう

できる環 境
かんきょう

づ

くりに努
つと

めます。 

○利用者
りようしゃ

ニーズに即
そく

した事業
じぎょう

形態
けいたい

、サービス提 供
ていきょう

のあり方
かた

について検討
けんとう

していきます。 

 

（13）広域的
こういきてき

な支援
し え ん

事業
じぎょう

 

市区
し く

町村域
ちょうそんいき

を超
こ

えて広域的
こういきてき

な支援
し え ん

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるようにすることを目的
もくてき

として 行
おこな

うもののなか、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が

自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むために必要
ひつよう

な広域
こういき

調 整
ちょうせい

、専門性
せんもんせい

が高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：協
きょう

議会
ぎ か い

の開催
かいさい

回数
かいすう

/年間
ねんかん

 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

広域
こういき

調 整
ちょうせい

会議
か い ぎ

等
とう

事業
じぎょう

（精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

広域
こういき

調 整
ちょうせい

等
とう

事業
じぎょう

） 

６ ６ ６ 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

）を中 心
ちゅうしん

に関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

りながら、当事者
とうじしゃ

本人
ほんにん

が安定
あんてい

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を継続
けいぞく

して送
おく

れるよう支援
し え ん

していきます。 

 

【障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）】 

３．障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう

 

本市
ほ ん し

における障害児
しょうがいじ

のニーズを踏
ふ

まえ、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

サービスについての第
だい

２期
き

計画
けいかく

見込
み こ

み 量
りょう

と整備
せ い び

の方向
ほうこう

を定
さだ

めます。 

 

【見
み

込
こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：人
ひと

（１月
つき

あたり）  

 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

 

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

等
とう

のニーズ 1,179 1,215 1,243 

 

（１）通所
つうしょ

系
けい

サービス 

●児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

の指導
し ど う

や発達
はったつ

に関
かん

する知識
ち し き

、対応
たいおう

方法
ほうほう

を支援
し え ん

する

とともに、集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

訓練
くんれん

を 行
おこな

います。 

●医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

の内容
ないよう

に加
くわ

え、その他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

及
およ

び治療
ちりょう

の提 供
ていきょう

を 行
おこな

います。 

●放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 

学校
がっこう

通学中
つうがくちゅう

の障害児
しょうがいじ

に対
たい

して、放課後
ほ う か ご

や夏休
なつやす

み等
とう

の長期
ちょうき

休暇中
きゅうかちゅう

において、生活
せいかつ

能 力
のうりょく

向 上
こうじょう

のための訓練
くんれん

等
とう

を継続的
けいぞくてき

に提 供
ていきょう

するなどして、障害児
しょうがいじ

の自立
じ り つ

を促進
そくしん

する

とともに、放課後
ほ う か ご

等
とう

の居場所
い ば し ょ

づくりを推進
すいしん

します。 

 



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
しょうがいふくし

サービスの利用
り よ う

見込
み こ

みと整備
せ い び

の方向
ほうこう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

 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

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 239 244 250 

利用
り よ う

日数
にっすう

 2,188 2,233 2,288 

医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 1 1 1 

利用
り よ う

日数
にっすう

 15 15 15 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 
実利用者数
じつりようしゃすう

 818 843 860 

利用
り よ う

日数
にっすう

 11,241 11,578 11,809 

※第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に、在宅
ざいたく

の新規
し ん き

利用者
り よ うし ゃ

の増加
ぞ う か

を含
ふく

めて見込
み こ

んでいます。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業
じぎょう

については、利用者
りようしゃ

ニーズが高
たか

く、事業所
じぎょうしょ

の育成
いくせい

、確保
か く ほ

に努
つと

めます。また、サービスの質
しつ

を担保
た ん ぽ

するため、「枚方市
ひらかたし

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

連絡会
れんらくかい

」等
とう

を通
つう

じて研 修
けんしゅう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

します。 
 

（２）訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

●保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

を利用中
りようちゅう

の障害児
しょうがいじ

、又
また

は今後
こ ん ご

利用
り よ う

する予定
よ て い

の障害児
しょうがいじ

が、保育所
ほいくしょ

等
とう

におけ

る集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

の適応
てきおう

のための専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする場合
ば あ い

に、サービス提 供
ていきょう

を 行
おこな

い、保育所
ほいくしょ

等
とう

の安定
あんてい

した利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

●居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

重度
じゅうど

の障害児
しょうがいじ

で、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

を利用
り よ う

するために外 出
がいしゅつ

することが 著
いちじる

しく困難
こんなん

な障害児
しょうがいじ

の居宅
きょたく

を訪問
ほうもん

して発達
はったつ

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 
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き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
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【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 訪問
ほうもん

回数
かいすう

 154 164 174 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
訪問
ほうもん

回数
かいすう

 0 0 0 

※第
だい

５期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

見込
み こ

み）のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

を基
もと

に、見込
み こ

んでいます。

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

については、重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

1,2級
きゅう

、療育
りょういく

手帳
てちょう

Ａ）

のうち、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえて、見込
み こ

んでいます。 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○児
じ

童
どう

発達
はったつ

支援
し え ん

センター及
およ

び保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

の 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

して講座
こ う ざ

・

講 習
こうしゅう

などの受講
じゅこう

を勧 奨
かんしょう

し、支援員
しえんいん

の育成
いくせい

、確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

 

（３）障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

相談
そうだん

支援
し え ん

を 行
おこな

うことにより、障害児
しょうがいじ

や保護者
ほ ご し ゃ

の抱
かか

える課題
か だ い

の解決
かいけつ

や適切
てきせつ

なサービス

利用
り よ う

に向
む

けて、ケアマネジメントによりきめ細
こま

かく障害児
しょうがいじ

の自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を支
ささ

え、支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

【見込
み こ

み量
りょう

】 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

 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

 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 実利用者数
じつりようしゃすう

 65 67 68 

 

【整備
せ い び

の方向
ほうこう

】 

○ライフステージに応
おう

じた一貫
いっかん

した支援
し え ん

を提 供
ていきょう

する必要
ひつよう

があることから、障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

については、障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の両 方
りょうほう

の指定
し て い

を受
う

けた事業所
じぎょうしょ

が一体的
いったいてき

に実施
じ っ し

することを基本
き ほ ん

とし、利用者
りようしゃ

ニーズを踏
ふ

まえた障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

ができるよう、人材
じんざい

育成
いくせい

に努
つと

めます。 

〇市
し

全体
ぜんたい

での相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

のあり方
かた

を検討
けんとう

し、各相談
かくそうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の機能
き の う

強化
きょうか

を図
はか

れ

るよう支援
し え ん

していきます。 
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しょうがいふくし
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６期
き
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福祉
ふ く し

計画
けいかく
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き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（４）医療的
いりょうてき

ケア児
じ

に対
たい

する関連
かんれん

分野
ぶ ん や

の支援
し え ん

を調整
ちょうせい

するコーディネーターの配置
は い ち

 

平成
へいせい

31年度
ね ん ど

に医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

の協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

するとともに、

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の支援
し え ん

調 整
ちょうせい

の役割
やくわり

を担
にな

うコーディネーター１名
めい

を配置
は い ち

しました。 

 

（５）発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

する支援
し え ん

 

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
し え ん

には、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

への支援
し え ん

が

重 要
じゅうよう

であることから、各市町村
かくしちょうそん

において、保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

が子
こ

どもの発達
はったつ

障 害
しょうがい

の特性
とくせい

を理解
り か い

し、必要
ひつよう

な知識
ち し き

や方法
ほうほう

を身
み

につけ、適切
てきせつ

な対応
たいおう

ができるよう、ペアレントプログラムや

ペアレントトレーニング等
とう

の発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

する支援
し え ん

体制
たいせい

について

情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

を 行
おこな

い必
ひつ

要
よう

性
せい

について引
ひ

き続
つづ

き研
けん

究
きゅう

してまいります。 

 

４．障害児
しょうがいじ

の子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

等
とう

の利用
り よ う

 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

においては、障害児
しょうがいじ

の子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用量
りようりょう

の見込
み こ

みを設定
せってい

するとともに、それを満
み

たす提 供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つと

めることとされています。 

枚方市
ひらかたし

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）においては、枚方市
ひらかたし

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

で

定
さだ

めている、障害児
しょうがいじ

を含
ふく

む子
こ

ども全体
ぜんたい

の目 標
もくひょう

事業量
じぎょうりょう

を掲載
けいさい

し、障害児
しょうがいじ

の子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用量
りようりょう

については、各年度
かくねんど

の実績
じっせき

の把握
は あ く

を 行
おこな

っていきます。 
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） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
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（１）枚方市
ひらかたし

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

における目標
もくひょう

事業量
じぎょうりょう

 

 

 
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

 

量
りょう

の見込
み こ

み 確保
か く ほ

方策
ほうさく

 量
りょう

の見込
み こ

み 確保
か く ほ

方策
ほうさく

 量
りょう

の見込
み こ

み 確保
か く ほ

方策
ほうさく

 

①教育
きょういく

・保育
ほ い く

（人
にん

）

※ 

１号
ごう

 4,587 6,457 4,294 6,457 4,024 6,457 

２号
ごう

 4,642 4,607 4,715 4,692 4,793 4,732 

３号
ごう

 3,827 3,830 3,857 3,860 3,859 3,860 

②時間外
じ か んが い

保育
ほ い く

事業
じぎょう

（人
にん

） 4,948 4,948 5,009 5,009 5,055 5,055 

③放課後
ほ う か ご

等
とう

児童
じ ど う

健全
けんぜん

育成
いくせい

事業
じぎょう

（人
にん

） 
5,188 5,188 5,371 5,371 5,491 5,491 

④一時預
い ち じあ ず

かり事業
じぎょう

（人
にん

日
にち

） 

幼稚園
よ う ちえ ん

 213,811 213,811 216,025 216,025 218,264 218,264 

上記
じょうき

以外
い が い

 24,489 50,400 23,999 50,400 23,521 50,400 

⑤地域
ち い き

子育
こ そ だ

て支援
し え ん

拠点
きょてん

事業
じぎょう

 

人
にん

日
にち

 73,700 73,700 71,500 71,500 69,400 69,400 

拠点数
きょてんすう

（か所
しょ

） 
13 13 14 14 15 15 

⑥ 乳児
にゅうじ

家庭
か て い

全戸
ぜ ん こ

訪問
ほうもん

事業
じぎょう

・ 養育
よういく

支援
し え ん

訪問
ほうもん

事業
じぎょう

等
とう

 

人
にん

 2,495 2,495 2,438 2,438 2,400 2,400 

助産師
じ ょ さん し

・

保健師数
ほ け ん し す う

（人
にん

） 

40 40 40 40 40 40 

訪問
ほうもん

員数
いんすう

（人
にん

） 
50 50 50 50 50 50 

※１号
ごう

：満
まん

３歳
さい

以上
いじょう

で教育
きょういく

を希望
き ぼ う

される児童
じ ど う

  ２号
ごう

：満
まん

３歳
さい

以上
いじょう

で保育
ほ い く

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

  

３号
ごう

：満
まん

３歳
さい

未満
み ま ん

で保育
ほ い く

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

 

 

（２）子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

との連携
れんけい

 

障 害
しょうがい

のあるなしにかかわらず、子
こ

どもたちがともに成 長
せいちょう

できるよう、枚方市
ひらかたし

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）では、障害児
しょうがいじ

の子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

等
とう

の利用
り よ う

ニーズの把握
は あ く

及
およ

びその

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

にあたって、枚方市
ひらかたし

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

との調和
ちょうわ

を保
たも

ち、子育
こ そ だ

て支援
し え ん

施策
し さ く

との緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

っていきます。 
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第
だ
い

５
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し
ょ
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■【参考
さんこう

】障
しょう

害
がい

種
しゅ

別
べつ

各
かく

サービス見
み

込
こ

み量
りょう

 

 

１．自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

 

単
たん

位
い

：１月
つき

あたり 

訪問
ほうもん

系
けい

サービス 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 337 346 354 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 15,553 15,968 16,338 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 137 141 145 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 3,986 4,103 4,219 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 349 365 382 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 5,703 5,964 6,242 

障害児
しょうがいじ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 32 32 33 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 687 687 709 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 855 884 914 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 25,929 26,722 27,508 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 24 24 25 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 7,570 7,570 7,886 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 3 3 3 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 137 137 137 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 0 0 0 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 0 0 0 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 27 27 28 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 7,707 7,707 8,023 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 135 138 141 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 3,457 3,534 3,611 

障害児
しょうがいじ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 0 0 0 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 0 0 0 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 135 138 141 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 3,457 3,534 3,611 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 3 3 3 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 264 264 264 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 0 0 0 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 0 0 0 

障害児
しょうがいじ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 0 0 0 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 0 0 0 
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せつ
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

訪問
ほうもん

系
けい

サービス 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 3 3 3 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 264 264 264 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

 

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 0 0 0 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 0 0 0 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 0 0 0 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 0 0 0 

障害児
しょうがいじ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 0 0 0 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 0 0 0 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 0 0 0 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 0 0 0 
 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

 

（ショートステイ） 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 65 67 68 

利用
り よ う

日数
にっすう

 317 326 331 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 131 135 139 

利用
り よ う

日数
にっすう

 613 632 651 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 3 3 3 

利用
り よ う

日数
にっすう

 31 31 31 

障害児
しょうがいじ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 19 19 20 

利用
り よ う

日数
にっすう

 64 64 68 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 218 224 230 

利用
り よ う

日数
にっすう

 1,025 1,053 1,081 
 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 316 326 333 

利用
り よ う

日数
にっすう

 6,004 6,194 6,323 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 601 625 639 

利用
り よ う

日数
にっすう

 10,944 11,384 11,643 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 33 34 35 

利用
り よ う

日数
にっすう

 627 645 664 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 950 985 1,007 

利用
り よ う

日数
にっすう

 17,575 18,223 18,630 



第
だい

４節
せつ

 障害福祉
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 8 8 8 

利用
り よ う

日数
にっすう

 114 114 114 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 22 23 24 

利用
り よ う

日数
にっすう

 412 431 450 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 16 17 17 

利用
り よ う

日数
にっすう

 237 252 252 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 46 48 49 

利用
り よ う

日数
にっすう

 763 797 816 

就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 15 15 16 

利用
り よ う

日数
にっすう

 237 237 253 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 45 46 47 

利用
り よ う

日数
にっすう

 792 810 827 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 100 105 110 

利用
り よ う

日数
にっすう

 1,523 1,599 1,675 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 160 166 173 

利用
り よ う

日数
にっすう

 2,552 2,646 2,755 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

（Ａ型
がた

） 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 30 31 32 

利用
り よ う

日数
にっすう

 572 591 611 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 49 50 51 

利用
り よ う

日数
にっすう

 962 982 1,002 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 106 111 116 

利用
り よ う

日数
にっすう

 1,923 2,014 2,104 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 185 192 199 

利用
り よ う

日数
にっすう

 3,457 3,587 3,717 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

（Ｂ型
がた

） 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 84 86 88 

利用
り よ う

日数
にっすう

 1,411 1,445 1,478 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 376 387 397 

利用
り よ う

日数
にっすう

 6,317 6,501 6,670 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 239 251 262 

利用
り よ う

日数
にっすう

 4,015 4,217 4,402 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 699 724 747 

利用
り よ う

日数
にっすう

 11,743 12,163 12,550 

就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 実利用者数
じつりようしゃすう

 45 47 49 

療 養
りょうよう

介護
か い ご

 実利用者数
じつりようしゃすう

 53 53 53 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

単位
た ん い

：１月
つき

あたりの実利用者数
じつりようしゃすう

 

居 住
きょじゅう

系
けい

サービス 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 51 55 60 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 316 347 379 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 63 70 77 

合計
ごうけい

 430 472 516 

施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 62 62 62 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 112 111 110 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 1 1 1 

合計
ごうけい

 175 174 173 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 0 0 0 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 0 0 0 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 0 0 0 

合計
ごうけい

 0 0 0 

 

単位
た ん い

：１月
つき

あたりの実利用者数
じつりようしゃすう

 

相談
そうだん

支援
し え ん

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 27 32 35 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 38 46 50 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 47 56 62 

障害児
しょうがいじ

 0 0 0 

合計
ごうけい

 112 134 147 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 0 0 0 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 0 0 0 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 1 1 1 

合計
ごうけい

 1 1 1 

地域
ち い き

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 0 0 0 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 0 0 0 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 1 1 1 

合計
ごうけい

 1 1 1 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

２．地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

単位
た ん い

：人
にん

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 25 27 29 

 

単位
た ん い

：年間
ねんかん

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 358 361 364 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 68,966 69,349 69,731 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 697 703 708 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 134,170 134,915 135,661 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 189 190 192 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 36,364 36,566 36,768 

障害児
しょうがいじ

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 65 66 66 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 12,539 12,609 12,679 

合計
ごうけい

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 1,309 1,320 1,330 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 252,039 253,439 254,839 

障害児
しょうがいじ

通学
つうがく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 45 45 45 

利用
り よ う

時間数
じかんすう

 7,830 7,830 7,830 

 

単位
た ん い

：年間
ねんかん

 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 
箇所数
かしょすう

 9 9 11 

利用者数
りようしゃすう

 944 944 1,054 

 

単位
た ん い

：年間
ねんかん

 

日 中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

日 中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 利用
り よ う

日数
にっすう

 7,909 8,147 ８,385 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

３．障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

サービス 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

通所
つうしょ

系
けい

サービス 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 239 244 250 

利用
り よ う

日数
にっすう

 2,188 2,233 2,288 

医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 1 1 1 

利用
り よ う

日数
にっすう

 15 15 15 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 
実利用者数
じつりようしゃすう

 818 843 860 

利用
り よ う

日数
にっすう

 11,241 11,578 11,809 

 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

訪問
ほうもん

系
けい

サービス 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 50 60 64 

訪問
ほうもん

回数
かいすう

 154 164 174 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
実利用者数
じつりようしゃすう

 0 0 0 

訪問
ほうもん

回数
かいすう

 0 0 0 

 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 実利用者数
じつりようしゃすう

 65 67 68 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

第
だい

５節
せつ

 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

）・ 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）達成
たっせい

状 況
じょうきょう

 
 

１．国
くに

及
およ

び大阪府
おおさかふ

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

の成果
せ い か

目標
もくひょう

 
 

目標
もくひょう

とする項目
こうもく

 
令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

末
まつ

 

の目標
もくひょう

 

目標
もくひょう

に対
たい

する進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

末
まつ

 

現在
げんざい

 
説
せつ

  明
めい

 

(1) 施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の 地域
ち い き

移行者数
いこうしゃすう

 
18人

にん

 16人
にん

 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

利用者
り よ うし ゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

は概
おおむ

ね順 調
じゅんちょう

に

進
すす

んでいます。令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で目標
もくひょう

の９

割
わり

近
ちか

くを達成
たっせい

しており、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

末
まつ

までに

は達成
たっせい

する見込
み こ

みです。 

(2) 施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の削減数
さくげんすう

 ４人
にん

 13人
にん

 

平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

における施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

193人
にん

から 180人
にん

へと約
やく

6.7％の削減
さくげん

となっており、

令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

では目標
もくひょう

を達成
たっせい

している

状 況
じょうきょう

です。 

(3) 福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

か ら 一
いっ

般
ぱん

就
しゅう

労
ろう

への移
い

行
こう

 
66人

にん

 75人
にん

 

令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行者数
いこうしゃすう

は令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

末
まつ

の 目標
もくひょう

を達成
たっせい

している

状 況
じょうきょう

です。 

(4) 就
しゅう

労
ろう

移
い

行
こう

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

の利
り

用
よう

者
しゃ

数
すう

 
140人

にん

 155人
にん

 

平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者
り よ うし ゃ

116人
ひと

から約
やく

34％の

増加
ぞ う か

となっており、令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

では

目標
もくひょう

を達成
たっせい

している状 況
じょうきょう

です。 

(5) 就
しゅう

労
ろう

移
い

行
こう

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

ごとの 就
しゅう

労
ろう

移
い

行
こう

率
りつ

 

移行率
い こ うり つ

３ 割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

が５割
わり

以上
いじょう

 

移行率
い こ うり つ

３割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

が３割
わり

 

本市
ほ ん し

の就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

は 10 か所
しょ

で、う

ち就労
しゅうろう

移行率
い こ うり つ

３割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

は３か所
しょ

で

す。 

(6) 就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（ Ｂ

型
がた

）事業所
じぎょうしょ

における

平均
へいきん

工賃
こうちん

額
がく

 

14,300円
えん

 13,155円
えん

 

平成
へいせい

28年度
ね ん ど

の 11,366円
えん

に比
くら

べて上
じょう

昇
しょう

しま

したが、目標
もくひょう

を達成
たっせい

するのは厳
きび

しい状 況
じょうきょう

と

なっています。 
 

目標
もくひょう

とする項目
こうもく

 
令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

末
まつ

 

の目標
もくひょう

 

目標
もくひょう

に対
たい

する進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

 
説
せつ

  明
めい

 

(1) 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

数
すう

 
７か所

しょ

 ４か所
しょ

 

平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

から事業所数
じぎょうしょすう

は増加
ぞ う か

して

おらず、目標
もくひょう

を達成
たっせい

するのは厳
きび

しい状 況
じょうきょう

と

なっています。 

(2) 放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービ

ス事業所数
じぎょうしょすう

 
９か所

しょ

 ７か所
しょ

 

平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

から事業所数
じぎょうしょすう

は増加
ぞ う か

して

おらず、目標
もくひょう

を達成
たっせい

するのは厳
きび

しい状 況
じょうきょう

と

なっています。 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

２．障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス 

※達成率
たっせいりつ

 令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

実績
じっせき

は見込
み こ

み数値
す う ち

であり、達成率
たっせいりつ

は令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

実績
じっせき

（見込
み こ

み）と

第
だい

５期
き

計画
けいかく

見込
み こ

み 量
りょう

との比較
ひ か く

を 表
あらわ

しています。 

 

令和
れ い わ

２年
ねん

の初
はじ

めから、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の予防
よ ぼ う

のため、多数
た す う

の障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうじょ

が、活動
かつどう

を停止
て い し

・縮 小
しゅくしょう

したり、サービス提供者
ていきょうしゃ

と利用者
りようしゃ

、および利用者
りようしゃ

同士
ど う し

の接 触
せっしょく

の機会
き か い

を減
へ

らすなどの対策
たいさく

を余儀
よ ぎ

なくされました。そのため、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

の

実績
じっせき

の見込
み こ

み 量
りょう

が、例年
れいねん

に比
くら

べて少
すく

なくなるサービスがありました。（同行
どうこう

援護
え ん ご

、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

、移動
い ど う

支援
し え ん

） 

 

（１）訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

居宅
きょたく

介護
か い ご

については、利用
り よ う

が増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

、同行
どうこう

援護
え ん ご

、行動
こうどう

援護
え ん ご

については、利用
り よ う

はほぼ横
よこ

ばいの傾向
けいこう

です。重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

については、事
じ

業者数
ぎょうしゃすう

が少
すく

なく、利用
り よ う

実績
じっせき

はありませんでした。 

また、適切
てきせつ

なサービス提 供
ていきょう

ができるよう、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

と合同
ごうどう

で精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

のサ

ービス提 供
ていきょう

従事者
じゅうじしゃ

に係
かか

る上乗
う わ の

せ研 修
けんしゅう

を市
し

独自
ど く じ

で実施
じ っ し

しています。 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

居
きょ

宅
たく

介護
か い ご

 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

 

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

実利用者数
じつりようしゃすう

 

実績
じっせき

 901 931 894 

100％ 

見込
み こ

み量
りょう

 849 869 890 

利用
り よ う

時間数
じ か んす う

 

実績
じっせき

 33,753 34,781 34,716 

110％ 

見込
み こ

み量
りょう

 30,002 30,827 31,682 

 

（２）短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ） 

短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

については、見込
み こ

み 量
りょう

の伸
の

び幅
はば

に対
たい

し実績
じっせき

の伸
の

びがみられませんでした。 

前回
ぜんかい

計画
けいかく

に引
ひ

き続
つづ

き、他市
た し

の事業所
じぎょうしょ

の利用
り よ う

も多
おお

い 状 況
じょうきょう

であり、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

でサービ

スを受
う

けたいというニーズに対応
たいおう

するため、市内
し な い

で基盤
き ば ん

整備
せ い び

を図
はか

ることが必
ひつ

要
よう

です。ま

た、緊 急
きんきゅう

時
じ

利用
り よ う

や医療
いりょう

ケアに対応
たいおう

できる事業所
じぎょうしょ

の整備
せ い び

についてもニーズが高
たか

く、それぞ

れのニーズに応
おう

じたサービス基盤
き ば ん

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

です。 
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 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく
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だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 197 202 121 
37％ 

見込
み こ

み量
りょう

 247 283 324 

利用
り よ う

日数
にっすう

 
実績
じっせき

 954 916 649  
40％ 

見込
み こ

み量
りょう

 1,248 1,430 1,637 

 

 

（３）日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

生活
せいかつ

介護
か い ご

については、利用
り よ う

は増加
ぞ う か

していますが、実績
じっせき

は見込
み こ

み 量
りょう

を下回
したまわ

っています。

自立
じ り つ

訓練
くんれん

については、実績
じっせき

はほぼ見込
み こ

み 量
りょう

どおりで推移
す い い

しています。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

（Ｂ型
がた

）については、とくに利用
り よ う

日数
にっすう

が見込
み こ

み 量
りょう

を大
おお

きく上回
うわまわ

りました。

また、療 養
りょうよう

介護
か い ご

についても、見込
み こ

み 量
りょう

以上
いじょう

を達成
たっせい

しています。 



第
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５節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

５期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）達成
たっせい

状 況
じょうきょう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 893 914 912 
82％ 

見込
み こ

み量
りょう

 1,009 1,057 1,107 

利用
り よ う

日数
にっすう

 
実績
じっせき

 16,470 17,032 17,265 
84％ 

見込
み こ

み量
りょう

 18,757 19,650 20,579 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 8 7 4 
67％ 

見込
み こ

み量
りょう

 6 6 6 

利用
り よ う

日数
にっすう

 
実績
じっせき

 114 65 49 
53％ 

見込
み こ

み量
りょう

 92 92 92 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 35 33 39 
134％ 

見込
み こ

み量
りょう

 26 27 29 

利用
り よ う

日数
にっすう

 
実績
じっせき

 647 504 648 
118％ 

見込
み こ

み量
りょう

 493 512 550 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 134 155 145 
104％ 

見込
み こ

み量
りょう

 131 135 140 

利用
り よ う

日数
にっすう

 
実績
じっせき

 2,095 2,424 2,510 
110％ 

見込
み こ

み量
りょう

 2,129 2,194 2,275 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

（Ａ型
がた

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 167 172 174 
75％ 

見込
み こ

み量
りょう

 185 208 233 

利用
り よ う

日数
にっすう

 
実績
じっせき

 3,103 3,258 3,368 
74％ 

見込
み こ

み量
りょう

 3,616 4,065 4,554 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

（Ｂ型
がた

） 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 621 654 681 
115％ 

見込
み こ

み量
りょう

 570 582 594 

利用
り よ う

日数
にっすう

 
実績
じっせき

 10,142 10,975 11,470 
118％ 

見込
み こ

み量
りょう

 9,342 9,539 9,736 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 15 46 44 
66％ 

見込
み こ

み量
りょう

 56 61 66 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 49 53 53 
120％ 

見込
み こ

み量
りょう

 44 44 44 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（４）居住
きょじゅう

系
けい

サービス 

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

については、見込
み こ

み 量
りょう

の伸
の

び幅
はば

に対
たい

し実績
じっせき

の伸
の

びがみられませんでし

た。市
し

独自
ど く じ

の補助
ほ じ ょ

金
きん

により、グループホームについては一定
いってい

の新規
し ん き

開設
かいせつ

は見
み

られますが、

特
とく

に重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

に対応
たいおう

できる事業所
じぎょうしょ

の整備
せ い び

を望
のぞ

む声
こえ

が多
おお

く聞
き

かれるところです。 

また、前回
ぜんかい

計画
けいかく

に引
ひ

き続
つづ

き、共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

は、地域
ち い き

移行
い こ う

促進
そくしん

のための重 要
じゅうよう

な施策
し さ く

で

あり、地域
ち い き

で生活
せいかつ

している人
ひと

の潜在的
せんざいてき

ニーズも高
たか

いものがあります。 

単位
た ん い

：１月
つき

あたりの実利用者数
じつりようしゃすう

 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 
実績
じっせき

 352 370 385 
85％ 

見込
み こ

み量
りょう

 385 418 454 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 
実績
じっせき

 188 182 176 
93％ 

見込
み こ

み量
りょう

 191 190 189 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 
実績
じっせき

 0 0 0 
0％ 

見込
み こ

み量
りょう

 5 7 9 

 

 

（５）相談
そうだん

支援
し え ん

（サービス利用
り よ う

計画
けいかく

作成
さくせい

） 

前回
ぜんかい

計画
けいかく

に引
ひ

き続
つづ

き、相談
そうだん

支援
し え ん

の利用
り よ う

実績
じっせき

が伸
の

びない 状 況
じょうきょう

です。 

障
しょう

害者
がいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

での一般
いっぱん

相談
そうだん

や、セルフプランを作成
さくせい

する人
ひと

が多
おお

いことが要因
よういん

で

あると分析
ぶんせき

しています。また、相談
そうだん

支援
し え ん

の認知度
に ん ち ど

を向 上
こうじょう

させる必要性
ひつようせい

も 考
かんが

えられます。 

単位
た ん い

：１月
つき

あたりの件数
けんすう

 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 
実績
じっせき

 62 75 93 
20％ 

見込
み こ

み量
りょう

 435 451 467 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 
実績
じっせき

 1 0 0 
0％ 

見込
み こ

み量
りょう

 9 8 8 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 
実績
じっせき

 0 0 0 
0％ 

見込
み こ

み量
りょう

 9 9 8 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

３．地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

（１）理解
り か い

促進
そくしん

研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 

毎年
まいとし

開催
かいさい

を予定
よ て い

している理解
り か い

促進
そくしん

にかかる啓発
けいはつ

イベントについては、新型
しんがた

コロナウイ

ルス感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

のため令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

については開催
かいさい

を控
ひか

えることとなりました。 
 

 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

啓発
けいはつ

イベントの開催
かいさい

 有
あり

 有
あり

 無
なし

 

 

（２）自発的
じはつてき

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

毎年
まいとし

開催
かいさい

を予定
よ て い

しているふれあいスポーツ交流会
こうりゅうかい

等
とう

については、新型
しんがた

コロナウイルス

感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

のため令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

については開催
かいさい

を控
ひか

えることとなりました。 
 

 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

ふれあいスポーツ交流会
こうりゅうかい

等
とう

の開催
かいさい

 有
あり

 有
あり

 無
なし

 

 

（３）相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

については、主
しゅ

たる障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

で身体
しんたい

２か所
しょ

、知的
ち て き

２か所
しょ

、精神
せいしん

２か所
しょ

をそれぞれ整備
せ い び

しており、目 標
もくひょう

を達成
たっせい

しています。 

単位
た ん い

：か所数
か し ょ

 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所数
じぎょうしょすう

 
実績
じっせき

 6 6 6 
100％ 

見込
み こ

み量
りょう

 6 6 6 

障害児
しょうがいじ

療育
りょういく

等
とう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の

実施
じ っ し

 

実績
じっせき

 1 1 1 
100％ 

見込
み こ

み量
りょう

 1 1 1 

 

（４）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

市長
しちょう

申立
もうした

てによる成年
せいねん

後見人
こうけんにん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

する人
ひと

は増加
ぞ う か

していません。 

単位
た ん い

：人
にん

 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

実績
じっせき

 1 2 1 
11％ 

見込
み こ

み量
りょう

 5 7 9 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（５）コミュニケーション支援
し え ん

事業
じぎょう

 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

及
およ

び要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

ともに、利用
り よ う

実績
じっせき

はほぼ横
よこ

ばいとなっています。

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

は目 標
もくひょう

を達成
たっせい

しています。 

単位
た ん い

：１年
ねん

あたり 

 平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

手話通
し ゅ わつ う

訳者
やくしゃ

等
とう

派遣
は け ん

 

件数
けんすう

 
実績
じっせき

 1,198 1,197 1,074 
81％ 

見込
み こ

み量
りょう

 1,234 1,278 1,322 

時間
じ か ん

 
実績
じっせき

 2,124 2,124 1,662  
71％ 

見込
み こ

み量
りょう

 2,175 2,252 2,330 

要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

等
とう

派遣
は け ん

 

件数
けんすう

 
実績
じっせき

 15 12 3 
12％ 

見込
み こ

み量
りょう

 26 26 26 

時間
じ か ん

 
実績
じっせき

 158 145 39 
21％ 

見込
み こ

み量
りょう

 189 189 189 

手話
し ゅ わ

通訳者
つうやくしゃ

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

 

設置
せ っ ち

 

者数
しゃすう

 

実績
じっせき

 2 2 2 
100％ 

見込
み こ

み量
りょう

 2 2 2 

 

（６）専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を行
おこな

う者
もの

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

及
およ

び要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

養成
ようせい

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

ともに、利用
り よ う

実績
じっせき

はやや減 少
げんしょう

傾向
けいこう

となって

います。盲
もう

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つうやく

・介護
か い ご

養成
ようせい

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

の実績
じっせき

は見込
み こ

み 量
りょう

を上回
うわまわ

りました。 

単位
た ん い

：１年
ねん

あたり 

 平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

養
よう

成
せい

研
けん

修
しゅう

事
じ

業
ぎょう

 

登録
とうろく

試験
し け ん

 

合
ごう

格
かく

者
しゃ

数
すう

 

実績
じっせき

 13 4 - 
―％ 

見込
み こ

み量
りょう

 16 16 16 

実
じつ

養成
ようせい

講習
こうしゅう

 

修
しゅう

了
りょう

者
しゃ

数
すう

 

実績
じっせき

 120 119 - 
―％ 

見込
み こ

み量
りょう

 80 80 80 

要
よう

約
やく

筆
ひっ

記
き

者
しゃ

養
よう

成
せい

研
けん

修
しゅう

事
じ

業
ぎょう

 

登録
とうろく

試験
し け ん

 

合
ごう

格
かく

者
しゃ

数
すう

 

実績
じっせき

 13 6 - 
―％ 

見込
み こ

み量
りょう

 5 5 5 

実
じつ

養成
ようせい

講習
こうしゅう

 

修
しゅう

了
りょう

者
しゃ

数
すう

 

実績
じっせき

 29 19 - 
―％ 

見込
み こ

み量
りょう

 20 20 20 

盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

け通
つう

訳
やく

・介
かい

助
じょ

員
いん

養
よう

成
せい

研
けん

修
しゅう

事
じ

業
ぎょう

 

登
とう

録
ろく

者
しゃ

数
すう

 
実績
じっせき

 34 34 - 
―％ 

見込
み こ

み量
りょう

 30 30 30 

実
じつ

養成
ようせい

講習
こうしゅう

 

終
しゅう

了
りょう

者
しゃ

数
すう

 

実績
じっせき

 34 36 - 
―％ 

見込
み こ

み量
りょう

 30 30 30 

※大阪府
お お さか ふ

、府下
ふ か

政令
せいれい

市
し

及
およ

び中核
ちゅうかく

市
し

の全体数
ぜんたいすう

。 
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（７）専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を行
おこな

う者
もの

の派遣
は け ん

事業
じぎょう

 

盲
もう

ろう者向
し ゃ む

け通
つう

訳
やく

・介助員
かいじょいん

派遣
は け ん

事業
じぎょう

については、利用
り よ う

は増加
ぞ う か

していますが、実績
じっせき

は見込
み こ

み 量
りょう

を下回
したまわ

りました。 

単位
た ん い

：１年
ねん

あたり 

 平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

盲
もう

ろ う 者向
し ゃ む

け

通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

派遣
は け ん

事業
じぎょう

 

件数
けんすう

 
実績
じっせき

 51 120 - 
―％ 

見込
み こ

み量
りょう

 250 275 300 

時間
じ か ん

 
実績
じっせき

 367 387 - 
―％ 

見込
み こ

み量
りょう

 1,000 1,100 1,200 

 

（８）手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

手話
し ゅ わ

講習会
こうしゅうかい

終 了 者 数
しゅうりょうしゃすう

はやや増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にありますが、実績
じっせき

は見込
み こ

み 量
りょう

を下回
したまわ

りまし

た。 

単位
た ん い

：人
にん

 

 平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

手話
し ゅ わ

講習会
こうしゅうかい

修 了 者
しゅうりょうしゃ

数
すう

 
実績
じっせき

 33 39 - 
―％ 

見込
み こ

み量
りょう

 50 50 50 

※令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は新型
しんがた

コロナウイルス拡大
かくだい

防止
ぼ う し

のため未実施
み じ っ し

 

 

（９）日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

 

給付
きゅうふ

実績
じっせき

は用具
よ う ぐ

の種類
しゅるい

により差
さ

がありますが、概
おおむ

ね実績
じっせき

は見込
み こ

み量前後
りょうぜんご

で推移
す い い

しまし

た。 



第
だい

５節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

５期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）達成
たっせい

状 況
じょうきょう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

単位
た ん い

：件数
けんすう

 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 
実績
じっせき

 43 45 29 
73％ 

見込
み こ

み量
りょう

 38 39 40 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 
実績
じっせき

 99 104 86 
70％ 

見込
み こ

み量
りょう

 116 119 123 

在宅
ざいたく

療養
りょうよう

等
とう

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 
実績
じっせき

 81 80 91 
90％ 

見込
み こ

み量
りょう

 95 98 101 

情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 
実績
じっせき

 137 71 67 
70％ 

見込
み こ

み量
りょう

 90 93 96 

排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 
実績
じっせき

 8,546 8,693 11,623 
129％ 

見込
み こ

み量
りょう

 8,849 8,937 9,026 

居宅
きょたく

生活
せいかつ

動作
ど う さ

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

 
実績
じっせき

 11 7 7 
78％ 

見込
み こ

み量
りょう

 9 9 9 

 

（10）移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

については、見込
み こ

み 量
りょう

は増加
ぞ う か

を見込
み こ

んでいますが、平成
へいせい

30年
ねん

からは利用
り よ う

実績
じっせき

については減 少
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。ただし、利用
り よ う

要件
ようけん

や報 酬
ほうしゅう

体系
たいけい

の見直
み な お

しなどによ

っては、まだ潜在的
せんざいてき

な需要
じゅよう

もあるかと思
おも

われます。ただ、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

の利用
り よ う

の減 少
げんしょう

の原因
げんいん

としては新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の影 響
えいきょう

が大
おお

きいため、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

までの

利用
り よ う

傾向
けいこう

を踏
ふ

まえ、次期
じ き

計画
けいかく

においては今後
こ ん ご

の見込
み こ

み 量
りょう

の伸
の

び率
りつ

の見直
み な お

しなどを検討
けんとう

し

ました。（※「第
だい

５ 章
しょう

第
だい

４節
せつ

２（10）移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」参 照
さんしょう

） 

なお、毎年
まいとし

、定期的
ていきてき

にガイドヘルパー養成
ようせい

研 修
けんしゅう

を市
し

独自
ど く じ

に実施
じ っ し

するなど、人材
じんざい

育成
いくせい

を

図
はか

ります。 

単位
た ん い

：１年
ねん

あたり 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 1,197 1,225 844  
63％ 

見込
み こ

み量
りょう

 1,299 1,323 1,348 

利用
り よ う

時間数
じ か んす う

 
実績
じっせき

 232,713 218,956 139,835 
52％ 

見込
み こ

み量
りょう

 257,959 262,725 267,689 

  



第
だい

５節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

５期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）達成
たっせい

状 況
じょうきょう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

障害児
しょうがいじ

通学
つうがく

支援
し え ん

事業
じぎょう

については、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスの送迎
そうげい

利用
り よ う

もあり、実利用者
じつりようしゃ

数
すう

はほぼ横
よこ

ばいです。 

単位
た ん い

：１年
ねん

あたり 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

障害児
しょうがいじ

通学
つうがく

 

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 36 43 36 
84％ 

見込
み こ

み量
りょう

 43 43 43 

利用
り よ う

時間数
じ か んす う

 
実績
じっせき

 6,860 6,519 4,056 
54％ 

見込
み こ

み量
りょう

 7,493 7,493 7,493 

 

（11）地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

 

Ⅰ型
がた

、Ⅱ型
がた

については、計画
けいかく

どおりの事業所数
じぎょうしょすう

で推移
す い い

しています。 

Ⅲ型
がた

については、機能
き の う

のあり方
かた

も含
ふく

め、今後
こ ん ご

の検討
けんとう

課題
か だ い

と 考
かんが

えています。 

単位
た ん い

：か所数
しょすう

 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅠ型
がた

 
実績
じっせき

 6 6 6 
100％ 

見込
み こ

み量
りょう

 6 6 6 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅡ型
がた

 
実績
じっせき

 1 1 1 
100％ 

見込
み こ

み量
りょう

 1 1 1 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅢ型
がた

 
実績
じっせき

 1 1 1 
50％ 

見込
み こ

み量
りょう

 1 1 2 

 

（12）日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

日 中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

については平成
へいせい

28年
ねん

の報 酬
ほうしゅう

体系
たいけい

の見直
み な お

し後
ご

、見込
み こ

み 量
りょう

の伸
の

び幅
はば

をはるかに超
こ

える利用
り よ う

実績
じっせき

の伸
の

びを見
み

せています。 

単位
た ん い

：日
にち

（１年
ねん

あたりの利用
り よ う

日数
にっすう

） 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
実績
じっせき

 5,664 7,428 7,666  
160％ 

見込
み こ

み量
りょう

 4,329 4,553 4,777 

 

  



第
だい

５節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

５期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）達成
たっせい

状 況
じょうきょう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

４．障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

サービス 

（１）通所
つうしょ

系
けい

サービス 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

については、前回
ぜんかい

計画
けいかく

に引
ひ

き続
つづ

き、実利用者数
じつりようしゃすう

、利用
り よ う

日数
にっすう

とも増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスについても、前回
ぜんかい

計画
けいかく

に引
ひ

き続
つづ

き、実利用者数
じつりようしゃすう

、利用
り よ う

日数
にっすう

とも増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。ただし、いずれも実績
じっせき

は見込
み こ

み 量
りょう

を下回
したまわ

りました。医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

については、平成
へいせい

31年
ねん

4月
がつ

に福祉型
ふくしがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターと統合
とうごう

、整備
せ い び

さ

れたことに 伴
ともな

い、利用者
りようしゃ

の見込
み こ

み 量
りょう

を下方
か ほ う

修 正
しゅうせい

したもので、利用
り よ う

実績
じっせき

もありませんで

した。 

単位
た ん い

：１月
つき

あたり 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 225 256 219 
54％ 

見込
み こ

み量
りょう

 251 339 404 

利用
り よ う

日数
にっすう

 
実績
じっせき

 1,989 2,534 2,001 
64％ 

見込
み こ

み量
りょう

 1,944 2,626 3,129 

医療型
いりょうがた

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 30 0 0 
0％ 

見込
み こ

み量
りょう

 40 1 1 

利用
り よ う

日数
にっすう

 
実績
じっせき

 211 0 0 
0％ 

見込
み こ

み量
りょう

 273 7 7 

放課後
ほ う か ご

等
とう

 

デイサービス 

実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 676 752 764 
41％ 

見込
み こ

み量
りょう

 1,058 1,399 1,849 

利用
り よ う

日数
にっすう

 
実績
じっせき

 8,967 9,892 10,264 
46％ 

見込
み こ

み量
りょう

 12,839 16,977 22,438 

 

  



第
だい

５節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

５期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）達成
たっせい

状 況
じょうきょう
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第
だい

５章
しょう

 障害福祉
しょうがいふくし

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

） 

第
だ
い

５
章

し
ょ
う 

（２）訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の訪問
ほうもん

回数
かいすう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推移
す い い

しています。居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

の実績
じっせき

はありませんでした。 

単位
た ん い

：１月
つき

あたりの回数
かいすう

 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

保育所
ほ い くし ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 訪問
ほうもん

回数
かいすう

 
実績
じっせき

 90 128 144 
57％ 

見込
み こ

み量
りょう

 137 186 253 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
訪問
ほうもん

回数
かいすう

 
実績
じっせき

 0 0 0 
0％ 

見込
み こ

み量
りょう

 10 20 30 

 

（３）相談
そうだん

支援
し え ん

 

前回
ぜんかい

計画
けいかく

に引
ひ

き続
つづ

き、成人
せいじん

と同様
どうよう

、相談
そうだん

機関
き か ん

等
とう

による支援
し え ん

での対応
たいおう

が多
おお

いことなどか

ら、大
おお

きく目 標
もくひょう

数値
す う ち

を下回
したまわ

っています。 

単位
た ん い

：１月
つき

あたりの実利用者数
じつりようしゃすう

 

 
平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

令和
れ い わ

 

２年度
ね ん ど

 
達成率
たっせいりつ

 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 実利用者数
じつりようしゃすう

 
実績
じっせき

 34 46 60 
23％ 

見込
み こ

み量
りょう

 185 218 256 
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第
だい

６章
しょう

  

計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

及
およ

び進行
しんこう

管理
か ん り

 

 

 

 

 



第
だい

１節
せつ

 計画
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の推進
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第
だい

６章
しょう

 計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

及
およ

び進行
しんこう

管理
か ん り

 

第
だ
い

６
章

し
ょ
う 

第
だい

１節
せつ

 計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

 
 

本計画
ほんけいかく

の推進
すいしん

にあたっては、枚方市
ひらかたし

が主体
しゅたい

となり、国
くに

、府
ふ

等
とう

の行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

るとともに、広
ひろ

く市民
し み ん

や関係
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、それぞれの役割
やくわり

に応
おう

じて、一体
いったい

となって対応
たいおう

していくことが重 要
じゅうよう

なことから、以下
い か

のとおり施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

、効果的
こうかてき

な

推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

（１）関係
かんけい

機関
き か ん

、市民
し み ん

等
とう

との連携
れんけい

及
およ

び計画
けいかく

の周知
しゅうち

 

本計画
ほんけいかく

の推進
すいしん

にあたっては、行 政
ぎょうせい

と関係
かんけい

機関
き か ん

、団体
だんたい

、市民
し み ん

、サービス事業所
じぎょうしょ

などとの

連携
れんけい

を深
ふか

め、情 報
じょうほう

の共有化
きょうゆうか

を図
はか

りながら、事業
じぎょう

の推進
すいしん

、調 整
ちょうせい

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

に関
かか

わる様々
さまざま

な施策
し さ く

の計画的
けいかくてき

かつ総合的
そうごうてき

な推進
すいしん

に取
と

り組
く

むものとします。 

また、障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する施策
し さ く

の将来的
しょうらいてき

な方向
ほうこう

を定
さだ

めた長期
ちょうき

計画
けいかく

であり、関係者
かんけいしゃ

が

協 力
きょうりょく

・連携
れんけい

して取
と

り組
く

むことが重 要
じゅうよう

なことから、この計画
けいかく

の内容
ないよう

についての周知
しゅうち

を

積極的
せっきょくてき

に図
はか

ります。 

 

（２）枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

 

本市
ほ ん し

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

、計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

について調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

を 行
おこな

う枚
ひら

方市
か た し

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

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、関係
かんけい

機関
き か ん

代表者
だいひょうしゃ

、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

等
とう

の委員
い い ん

から計画
けいかく

の推進
すいしん

方法
ほうほう

、各施策
かくしさく

の取
と

り組
く

み 状 況
じょうきょう

等
とう

について意見
い け ん

を求
もと

め、効果的
こうかてき

な計画
けいかく

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

（３）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

 

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

における諸課題
しょかだい

に対
たい

する支援
し え ん

体制
たいせい

等
とう

を協議
きょうぎ

する枚方市
ひらかたし

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

において、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する適切
てきせつ

なサービスの提 供
ていきょう

、充 実
じゅうじつ

を図
はか

り、地域
ち い き

での自立
じ り つ

し

た生活
せいかつ

を促進
そくしん

するため、主
おも

に障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

について、目 標
もくひょう

達成
たっせい

に向
む

けた課題
か だ い

検討
けんとう

、

施策
し さ く

提案
ていあん

を 行
おこな

うなど、計画
けいかく

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

（４）庁内
ちょうない

の計画
けいかく

推進
すいしん

体制
たいせい

 

本計画
ほんけいかく

に基
もと

づく取
と

り組
く

みは、福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

のみならず、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、生活
せいかつ

環 境
かんきょう

、教 育
きょういく

、

労働
ろうどう

、人権
じんけん

尊 重
そんちょう

等
とう

多岐
た き

にわたっており、関連
かんれん

施策
し さ く

をそれぞれの担当
たんとう

部門
ぶ も ん

が主体的
しゅたいてき

に推進
すいしん

するとともに、健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

が中 心
ちゅうしん

となり、庁 内
ちょうない

関係
かんけい

部局間
ぶきょくかん

の連携
れんけい

を図
はか

ります。 

また、計画
けいかく

の推進上
すいしんじょう

、国
くに

、府
ふ

との連携
れんけい

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

は、その事業
じぎょう

内容
ないよう

に応
おう

じて関係
かんけい

部局
ぶきょく



第
だい

１節
せつ

 計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい
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第
だい

６章
しょう

 計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

及
およ

び進行
しんこう

管理
か ん り

 

第
だ
い

６
章

し
ょ
う 

がその調 整
ちょうせい

等
とう

を図
はか

るなど、計画
けいかく

の総合的
そうごうてき

な推進
すいしん

に努
つと

めます。 

 

（５）サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

での自立
じ り つ

した生活
せいかつ

においてその基盤
き ば ん

となる福祉
ふ く し

サービス等
とう

を的確
てきかく

に

提 供
ていきょう

できるよう、サービス事業所
じぎょうしょ

や従事者
じゅうじしゃ

の確保
か く ほ

と質
しつ

の向 上
こうじょう

に事業者
じぎょうしゃ

団体
だんたい

等
とう

と 協 力
きょうりょく

して取
と

り組
く

みます。 

また、サービス提 供
ていきょう

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

について諸課題
しょかだい

を認識
にんしき

し、解決
かいけつ

方策
ほうさく

の検討
けんとう

を 行
おこな

い、

その推進
すいしん

を図
はか

るとともに、適切
てきせつ

な事業
じぎょう

運営
うんえい

が図
はか

れる制度
せ い ど

のさらなる充 実
じゅうじつ

について、国
くに

、

府
ふ

等
とう

にも要望
ようぼう

を 行
おこな

います。 

 

 

 



第
だい

２節
せつ

 計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り
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第
だい

６章
しょう

 計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

及
およ

び進行
しんこう

管理
か ん り

 

第
だ
い

６
章

し
ょ
う 

第
だい

２節
せつ

 計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

 
 

各分野
かくぶんや

に 携
たずさ

わる関係
かんけい

団体
だんたい

及
およ

びサービス事業所
じぎょうしょ

の代表者
だいひょうしゃ

や障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

等
とう

で構成
こうせい

される枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

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

によって本計画
ほんけいかく

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の管理
か ん り

と評価
ひょうか

を 行
おこな

います。 

また、庁
ちょう

内
ない

においても、毎年度
まいねんど

、各施策
かくしさく

の取
と

り組
く

み 状 況
じょうきょう

の報告
ほうこく

を関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

に求
もと

める

など、進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の自己
じ こ

管理
か ん り

、評価
ひょうか

を 行
おこな

い、計画
けいかく

の適正
てきせい

な進行
しんこう

管理
か ん り

を図
はか

ります。 
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資料編
しりょうへん

 

資
料

し
り
ょ
う

編
へ
ん 

第
だい

１節
せつ

 計画
けいかく

策定
さくてい

の経過
け い か

 
 

日
にっ

 程
てい

 審議
し ん ぎ

機関
き か ん

 アンケート等
とう

 内
ない

 容
よう

 

令
れい

和
わ

２年
ねん

 

４月
がつ

 

第
だい

１回
かい

 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

（書面
しょめん

会議
か い ぎ

） 

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

４次
じ

)及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６

期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）の策定
さくてい

について 

５月
がつ

 

第
だい

１回
かい

 社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

（書面
しょめん

会議
か い ぎ

） 

 
障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

４次
じ

)及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６

期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）の策定
さくてい

について 

６月
がつ

15日
にち

 

第
だい

２回
かい

 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

 

 ・障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

４次
じ

)及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）の策定
さくてい

スケジ

ュールについて 

・障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

３次
じ

)改訂版
かいていばん

及
およ

び 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

５期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）の

進 捗
しんちょく

報告
ほうこく

 

・障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

４次
じ

)及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）の策定
さくてい

にかか

るアンケート調査票
ちょうさひょう

（案
あん

）審議
し ん ぎ

 

７月
がつ

17日
にち

～

７月
がつ

31日
にち

 
 

「福祉
ふ く し

に関
かん

するアン

ケート」調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

調査
ちょうさ

対 象
たいしょう

：障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

 

調査
ちょうさ

実施数
じっしすう

：2,291人
にん

 

回収数
かいしゅうすう

：961人
にん

（回答率
かいとうりつ

41.9%） 

７月
がつ

17日
にち

～

８月
がつ

７日
にち

 
 

事業所
じぎょうしょ

アンケート

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

調査
ちょうさ

対 象
たいしょう

：市内
し な い

サービス 障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

サービス提
てい

供
きょう

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

 

調査
ちょうさ

実施数
じっしすう

：300事業所
じぎょうしょ

 

調査
ちょうさ

回答数
かいとうすう

：214事業所
じぎょうしょ

（回答率
かいとうりつ

71.3%） 

７月
がつ

21日
にち

～

８月
がつ

７日
にち

 
 

団体
だんたい

ア ン ケ ー ト

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

団体
だんたい

アンケート 

調査
ちょうさ

対 象
たいしょう

：ラポールひらかた登録
とうろく

団体
だんたい

のうち

障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

 

調査
ちょうさ

実施数
じっしすう

：63団体
だんたい

 

調査
ちょうさ

回答数
かいとうすう

：38団体
だんたい

（回答率
かいとうりつ

60.3%） 

９月
がつ

９日
にち

 

第
だい

３回
かい

 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

 

 

・障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

３次
じ

)改訂版
かいていばん

総括
そうかつ

見
み

込
こ

み報告
ほうこく

 

・障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

４次
じ

)及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）骨子
こ っ し

（案
あん

）審議
し ん ぎ

 

・「福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート」調査
ちょうさ

結果
け っ か

速報
そくほう

報告
ほうこく

 

10月
がつ

２日
にち

 
第
だい

２回
かい

 社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

 
 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

４次
じ

)及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６

期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）骨子
こ っ し

（案
あん

）につ

いて 

  



第
だい

１節
せつ

 計画
けいかく

策定
さくてい

の経過
け い か
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資料編
しりょうへん

 

資
料
編

し
り
ょ
う
へ
ん 

10月
がつ

16日
にち

 

第
だい

４回
かい

 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

 

 

・障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

４次
じ

)及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）試案
し あ ん

審議
し ん ぎ

 

・「福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート」及
およ

び事業所
じぎょうしょ

・団体
だんたい

ア

ンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

報告
ほうこく

 

12月
がつ

７日
にち

 

第
だい

５回
かい

 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

 

 
障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

４次
じ

)及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６

期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）素案
そ あ ん

審議
し ん ぎ

 

12月
がつ

16日
にち

～ 

令和
れいわ

３年
ねん

 

１月
がつ

８日
にち

 

 市民
し み ん

意見
い け ん

聴 取
ちょうしゅ

  

１月
がつ

26日
にち

 

第
だい

６回
かい

 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

 

 ・障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

４次
じ

)及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）案
あん

の審議
し ん ぎ

、答申
とうしん

 

・市民
し み ん

意見
い け ん

聴 取
ちょうしゅ

結果
け っ か

報告
ほうこく

 

３月
がつ

  
社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

委員
い い ん

へ書面
しょめん

報告
ほうこく

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

(第
だい

４次
じ

)及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

６

期
き

）・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

２期
き

）案
あん

の報告
ほうこく

につい

て 

 

 

 

 



第
だい

２節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

審議会
し ん ぎか い

からの答申
とうしん
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資料編
しりょうへん

 

資
料

し
り
ょ
う

編
へ
ん 

第
だい

２節
せつ

 枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

からの答申
とうしん

 
 

令和
れ い わ

３年
ねん

１月
がつ

26日
にち

 

枚方
ひらかた

市長
しちょう

 伏
ふし

 見
み

 隆
たかし

 様
さま

 

 

枚方市
ひらかたし

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

審
しん

議会
ぎ か い

 

委員長
いいんちょう

 上野谷
う え の や

 加代子
か よ こ

 

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

 

会
かい

 長
ちょう

 三
み

 田
た

 優
ゆう

 子
こ

 

 

 

「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

4次
じ

）及
およ

び枚方市
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

）」について（答申
とうしん

） 

 

 

「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

4次
じ

）及
およ

び枚方市
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

）」について、これまでの本審
ほんしん

議会
ぎ か い

での協議
きょうぎ

を踏
ふ

まえ、下記
か き

のとおり意見
い け ん

を

付
ふ

して答申
とうしん

します。 

 

記
き

 

 

１ ． 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

4次
じ

）及
およ

び枚方市
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

）  別紙
べ っ し

のとおり 

 

２ ． 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

4次
じ

）及
およ

び枚方市
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

）に関
かん

する附帯
ふ た い

意見
い け ん

 

（１） 新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

が流行
りゅうこう

する現状
げんじょう

であっても、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

の生活
せいかつ

を保障
ほしょう

するために、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の支援
し え ん

、人
じん

材
ざい

確
かく

保
ほ

に取
と

り組
く

み、地域
ち い き

での障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

を保障
ほしょう

していく姿勢
し せ い

を貫
つらぬ

くこと。 

 

以上
いじょう

 

 



第
だい

３節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

審議会
し ん ぎか い

条例
じょうれい
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第
だい

３節
せつ

 枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

条例
じょうれい

 
 

平成
へいせい

25年
ねん

12月
がつ

９日
にち

条
じょう

例
れい

第
だい

41号
ごう

 

改
かい

正
せい

 平
へい

成
せい

27年
ねん

３月
がつ

９日
にち

条
じょう

例
れい

第
だい

13号
ごう

 

平
へい

成
せい

27年
ねん

６月
がつ

16日
にち

条
じょう

例
れい

第
だい

24号
ごう

 

平
へい

成
せい

29年
ねん

９月
がつ

13日
にち

条
じょう

例
れい

第
だい

40号
ごう

 

（設置
せ っ ち

） 

第
だい

１ 条
じょう

 社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

26年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

45号
ごう

。以下
い か

「法
ほう

」という。）第
だい

７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき、

市長
しちょう

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として、枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

（以下
い か

「審
しん

議会
ぎ か い

」という。）を置
お

く。 

（定義
て い ぎ

） 

第
だい

２ 条
じょう

 この条 例
じょうれい

の用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は、法
ほう

の定
さだ

めるところによる。 

（調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

事項
じ こ う

の特例
とくれい

） 

第
だい

３ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

は、法
ほう

第
だい

７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

するほか、法
ほう

第
だい

12

条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

により、児童
じ ど う

福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

する。 

（組織
そ し き

） 

第
だい

４ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

は、委員
い い ん

19人
にん

以内
い な い

で組織
そ し き

する。 

（委員
い い ん

の任期
に ん き

） 

第
だい

５ 条
じょう

 委員
い い ん

の任期
に ん き

は、３年
ねん

（委員
い い ん

を増員
ぞういん

する場合
ば あ い

その他
た

特別
とくべつ

の事情
じじょう

がある場合
ば あ い

にあっては、３年
ねん

以内
い な い

）

とする。 

２ 補欠
ほ け つ

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。 

３ 委員
い い ん

は、再任
さいにん

されることができる。 

（臨時
り ん じ

委員
い い ん

の任期
に ん き

） 

第
だい

６ 条
じょう

 臨時
り ん じ

委員
い い ん

の任期
に ん き

は、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

において調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

する事項
じ こ う

を担任
たんにん

する臨時
り ん じ

委員
い い ん

にあっては３

年
ねん

（臨時
り ん じ

委員
い い ん

を増員
ぞういん

する場合
ば あ い

その他
  た

特別
とくべつ

の事情
じじょう

がある場合
ば あ い

にあっては、３年
 ね ん

以内
い な い

）とし、当該
とうがい

事項
じ こ う

の

うち特定
とくてい

の事項
じ こ う

を担任
たんにん

する臨時
り ん じ

委員
い い ん

にあっては当該
とうがい

特定
とくてい

の事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

が 終 了
しゅうりょう

するまでとする。 

（会議
か い ぎ

） 

第
だい

７ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

の会議
か い ぎ

は、委員長
いいんちょう

（委員長
いいんちょう

が定
さだ

められていない場合
ば あ い

にあっては、市長
しちょう

）が 招 集
しょうしゅう

し、

委員長
いいんちょう

がその議長
ぎちょう

となる。 

２ 委員長
いいんちょう

は、委員
い い ん

（議事
ぎ じ

に関係
かんけい

のある臨時
り ん じ

委員
い い ん

を含
ふく

む。以下
い か

この 条
じょう

において同
おな

じ。）の４分
ぶん

の１以上
いじょう

の者
もの

が審議
し ん ぎ

すべき事項
じ こ う

を示
しめ

して 招 集
しょうしゅう

を請 求
せいきゅう

したときは、審
しん

議会
ぎ か い

の会議
か い ぎ

を 招 集
しょうしゅう

しなければならな

い。 

３ 審
しん

議会
ぎ か い

の会議
か い ぎ

は、委員
い い ん

の２分
ぶん

の１以上
いじょう

が出 席
しゅっせき

しなければ、開
ひら

くことができない。 

４ 審
しん

議会
ぎ か い

の会議
か い ぎ

の議事
ぎ じ

は、出 席
しゅっせき

した委員
い い ん

の過半数
かはんすう

で決
けっ

し、可否
か ひ

同数
どうすう

のときは、議長
ぎちょう

の決
けっ

するところに

よる。 

（会議
か い ぎ

の公開
こうかい

等
とう

） 

第
だい

８ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

の会議
か い ぎ

は、公開
こうかい

とする。ただし、次
つぎ

に掲
かか

げる会議
か い ぎ

は、非公開
ひこうかい

とすることができる。 

（１） 枚方市
ひらかたし

情 報
じょうほう

公開
こうかい

条 例
じょうれい

（平成
へいせい

９年
ねん

枚方市
ひらかたし

条 例
じょうれい

第
だい

23号
ごう

）第
だい

６ 条
じょう

に規定
き て い

する情 報
じょうほう

が含
ふく

まれる

事項
じ こ う

に関
かん

する調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

を 行
おこな

う会
かい

議
ぎ

 

（２） 公開
こうかい

することにより、公正
こうせい

かつ円滑
えんかつ

な調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

が 著
いちじる

しく阻害
そ が い

され、その目的
もくてき

を達成
たっせい

するこ

とができない会議
か い ぎ

 

２ 審
しん

議会
ぎ か い

の会議
か い ぎ

の議事
ぎ じ

については、会議録
かいぎろく

を作成
さくせい

しなければならない。 

  



第
だい

３節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

審議会
し ん ぎか い

条例
じょうれい
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（専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

） 

第９条
だい じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

は、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲げる
か か   

合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

が処理
し ょ り

すべき事項
じ こ う

を担任
たんにん

するものとし、審
しん

議会
ぎ か い

に、

当該
とうがい

各号
かくごう

に掲げる
か か   

合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

として、それぞれ専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

を置く
お

。 

（１） 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第84号
だ い  ご う

）第36条
だい  じょう

第４項
だい  こう

に規定
き て い

する合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

 

（２） 就学前
しゅうがくぜん

の子ども
こ   

に関する
か ん   

教 育
きょういく

、保育
ほ い く

等
とう

の総合的
そうごうてき

な提 供
ていきょう

の推進
すいしん

に関する
か ん   

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

18年
ねん

法律
ほうりつ

第77号
だい   ごう

）第25条
だい  じょう

に規定
き て い

する合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

 

（３） 子ども
こ   

・子育て
こ そ だ  

支援法
しえんほう

（平成
へいせい

24年
ねん

法律
ほうりつ

第65号
だ い  ご う

）第77条
だい  じょう

第１項
だい  こう

に規定
き て い

する合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

 

（専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の組織
そ し き

及び
お よ  

運営
うんえい

） 

第
だい

10 条
じょう

 専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

（民生
みんせい

委員
い い ん

審査
し ん さ

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

を除
のぞ

く。）に属
ぞく

すべき委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

は、委員長
いいんちょう

が

指名
し め い

する。 

２ 専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に専門
せんもん

分科
ぶ ん か

会 長
かいちょう

を置
お

き、それぞれの専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に属
ぞく

する委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

（民生
みんせい

委員
い い ん

審査
し ん さ

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

にあっては、委員
い い ん

）の互選
ご せ ん

によってこれを定
さだ

める。 

３ 専門
せんもん

分科
ぶ ん か

会 長
かいちょう

は、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の会務
か い む

を 掌
しょう

理
り

する。 

４ 専門
せんもん

分科
ぶ ん か

会 長
かいちょう

に事故
じ こ

があるとき又
また

は専門
せんもん

分科
ぶ ん か

会 長
かいちょう

が欠
か

けたときは、あらかじめ専門
せんもん

分科
ぶ ん か

会 長
かいちょう

が

指名
し め い

する委員
い い ん

又
また

は臨時
り ん じ

委員
い い ん

（民生
みんせい

委員
い い ん

審査
し ん さ

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

にあっては、委員
い い ん

）がその職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

５ 第
だい

７ 条
じょう

及
およ

び第
だい

８ 条
じょう

の規定
き て い

は、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の会議
か い ぎ

について準 用
じゅんよう

する。 

６ 審
しん

議会
ぎ か い

は、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

（民生
みんせい

委員
い い ん

審査
し ん さ

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

を除
のぞ

く。以下
い か

この項
こう

において同
おな

じ。）において調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

する事項
じ こ う

について諮問
し も ん

を受
う

けたときは、当該
とうがい

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の決議
け つ ぎ

をもって審
しん

議会
ぎ か い

の決議
け つ ぎ

とすること

ができる。 

（審査
し ん さ

部会
ぶ か い

） 

第
だい

11 条
じょう

 社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

施行令
しこうれい

（昭和
しょうわ

33年
ねん

政令
せいれい

第
だい

185号
ごう

）第
だい

３ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に定
さだ

めるもののほか、必要
ひつよう

に応
おう

じ、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に審査
し ん さ

部会
ぶ か い

を置
お

くことができる。 

２ 審
しん

議会
ぎ か い

は、審査
し ん さ

部会
ぶ か い

（社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

施行令
しこうれい

第
だい

３ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する審査
し ん さ

部会
ぶ か い

を除
のぞ

く。以下
い か

この 条
じょう

に

おいて同
おな

じ。）において調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

する事項
じ こ う

について諮問
し も ん

を受
う

けたときは、当該
とうがい

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

の決議
け つ ぎ

をもっ

て審
しん

議会
ぎ か い

の決議
け つ ぎ

とすることができる。 

（委員
い い ん

の守秘
し ゅ ひ

義務
ぎ む

） 

第
だい

12 条
じょう

 委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

は、職務上
しょくむじょう

知
し

り得
え

た秘密
ひ み つ

を漏
も

らしてはならない。その 職
しょく

を 退
しりぞ

いた後
あと

も、

また、同様
どうよう

とする。 

（委任
い に ん

） 

第
だい

13 条
じょう

 この条 例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、審
しん

議会
ぎ か い

の組織
そ し き

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。 

附
ふ

 則
そく

 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この条 例
じょうれい

は、平成
へいせい

26年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

（枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進審
すいしんしん

議会
ぎ か い

条 例
じょうれい

の廃止
は い し

） 

２ 枚方市
ひらかたし

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進審
すいしんしん

議会
ぎ か い

条 例
じょうれい

（平成
へいせい

24年
ねん

枚方市
ひらかたし

条 例
じょうれい

第36号
だ い  ご う

）は、廃止
は い し

する。 

（枚方市
ひらかたし

附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

条 例
じょうれい

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

） 

３ 枚方市
ひらかたし

附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

条 例
じょうれい

（平成
へいせい

24年
ねん

枚方市
ひらかたし

条 例
じょうれい

第35号
だ い  ご う

）の一部
い ち ぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

〔次
つぎ

のよう 略
りゃく

〕 

 

 

 



第
だい

４節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

審議会
し ん ぎか い

規則
き そ く
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ょ
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へ
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第
だい

４節
せつ

 枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

規則
き そ く

 
 

平
へい

成
せい

26年
ねん

３月
がつ

31日
にち

規
き

則
そく

第
だい

26号
ごう

 

改
かい

正
せい

 平
へい

成
せい

26年
ねん

９月
がつ

30日
にち

規
き

則
そく

第
だい

106号
ごう

 

平
へい

成
せい

27年
ねん

３月
がつ

3
３

1日
にち

規
き

則
そく

第
だい

29号
ごう

 

平
へい

成
せい

30年
ねん

３月
がつ

30日
にち

規
き

則
そく

第
だい

20号
ごう

 

（趣旨
し ゅ し

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この規則
き そ く

は、社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

26年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

45号
ごう

。以下
い か

「法
ほう

」という。）、社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

施行令
しこうれい

（昭和
しょうわ

33年
ねん

政令
せいれい

第
だい

185号
ごう

。以下
い か

「政令
せいれい

」という。）及
およ

び枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

条 例
じょうれい

（平成
へいせい

25年
ねん

枚方市
ひらかたし

条 例
じょうれい

第
だい

41号
ごう

。以下
い か

「条 例
じょうれい

」という。）に定
さだ

めるもののほか、枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

（以下
い か

「審
しん

議会
ぎ か い

」

という。）の組織
そ し き

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定
さだ

めるものとする。 

（専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

） 

第
だい

２ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

は、法
ほう

第
だい

11 条
じょう

第
だい

２項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき、高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

、地域
ち い き

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

及
およ

び社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

設立
せつりつ

認可
に ん か

等
とう

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

を置
お

くことができる。 

２ 専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

が調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

する事項
じ こ う

は、それぞれ次
つぎ

のとおりとする。 

（１） 民生
みんせい

委員
い い ん

審査
し ん さ

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

 民生
みんせい

委員
い い ん

の適否
て き ひ

の審査
し ん さ

に関
かん

する事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

 

（２） 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

 次
つぎ

に掲
かか

げる事務
じ む

 

イ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

その他
た

障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

 

ロ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）第
だい

36 条
じょう

第
だい

４項
こう

各
かく

号
ごう

に掲
かか

げる事務
じ む

 

ハ 障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（平成
へいせい

17年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）

第
だい

88 条
じょう

第
だい

９項
こう

に規定
き て い

する事務
じ む

 

（３） 児童
じ ど う

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

 次
つぎ

に掲
かか

げる事務
じ む

 

イ 児童
じ ど う

の福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

 

ロ 母子
ぼ し

及
およ

び父子
ふ し

並
なら

びに寡婦
か ふ

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

39年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

129号
ごう

）第
だい

７ 条
じょう

第
だい

２号
ごう

の規定
き て い

により社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

の権限
けんげん

に属
ぞく

せられた事務
じ む

 

ハ 母子
ぼ し

保健法
ほけんほう

（昭和
しょうわ

40年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

141号
ごう

）第
だい

７ 条
じょう

の規定
き て い

により社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

の権限
けんげん

に属
ぞく

せられ

た事務
じ む

 

（４） 子ども
こ   

・子育て
こそだ   

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

 子ども
こ   

・子育て
こ そ だ  

支援法
しえんほう

（平成
へいせい

24年
ねん

法律
ほうりつ

第65号
だ い  ご う

）第77条
だい  じょう

第 １ 項
だい  こう  

各号
かくごう

に掲げる
か か   

事務
じ む

 

（５） 高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

 高齢者
こうれいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

 

（６） 地域
ち い き

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

 地域
ち い き

福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

 

（７） 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

設立
せつりつ

認可
に ん か

等
とう

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

 次
つぎ

に掲
かか

げる事
じ

務
む

 

イ 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

の設立
せつりつ

認可
に ん か

に関
かん

する審査
し ん さ

並
なら

びに業務
ぎょうむ

の停止
て い し

命令
めいれい

、役員
やくいん

の解 職
かいしょく

勧告
かんこく

及
およ

び解散
かいさん

命令
めいれい

に関
かん

する調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

 

ロ 養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム又
また

は特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホームの事業
じぎょう

の廃止
は い し

命令
めいれい

及
およ

び設置
せ っ ち

の認可
に ん か

の取消
と り け

しに関
かん

する

事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

 



第
だい

４節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

審議会
し ん ぎか い

規則
き そ く
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（審査
し ん さ

部会
ぶ か い

） 

第
だい

３ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

は、政令
せいれい

第
だい

３ 条
じょう

第
だい

１項
こう

及
およ

び条 例
じょうれい

第
だい

11 条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき、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

に第一
だいいち

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

及
およ

び第二
だ い に

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

を、児童
じ ど う

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に母子
ぼ し

・父子
ふ し

福祉
ふ く し

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

及
およ

び児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

認可
に ん か

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

を置
お

くことができる。 

２ 審査
し ん さ

部会
ぶ か い

が審査
し ん さ

する事項
じ こ う

は、それぞれ次
つぎ

のとおりとする。 

（１） 第一
だいいち

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

 政令
せいれい

第
だい

３ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の障 害
しょうがい

程度
て い ど

の審査
し ん さ

に関
かん

する調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

並
なら

びに身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

24年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

283号
ごう

）第
だい

15 条
じょう

第
だい

２項
こう

に規定
き て い

する医師
い し

の

指定
し て い

及
およ

び身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

施行令
しこうれい

（昭和
しょうわ

25年
ねん

政令
せいれい

第
だい

78号
ごう

）第
だい

３ 条
じょう

第
だい

３項
こう

に規定
き て い

する医師
い し

の

指定
し て い

の取消
と り け

しに関
かん

する事項
じ こ う

の審査
し ん さ

 

（２） 第二
だ い に

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

 育成
いくせい

医療
いりょう

及
およ

び更生
こうせい

医療
いりょう

を担当
たんとう

する医療
いりょう

機関
き か ん

の指定
し て い

及
およ

び指定
し て い

の取消
と り け

しに関
かん

する

事項
じ こ う

の審査
し ん さ

 

（３） 母子
ぼ し

・父子
ふ し

福祉
ふ く し

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

 母子
ぼ し

及
およ

び父子
ふ し

並
なら

びに寡婦
か ふ

福祉法
ふくしほう

第
だい

13 条
じょう

に規定
き て い

する母子
ぼ し

福祉
ふ く し

資金
し き ん

、

同法
どうほう

第
だい

31 条
じょう

の６に規定
き て い

する父子
ふ し

福祉
ふ く し

資金
し き ん

及
およ

び同法
どうほう

第
だい

32 条
じょう

に規定
き て い

する寡婦
か ふ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付
か し つ

けに関
かん

する事項
じ こ う

の審査
し ん さ

 

（４） 児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

認可
に ん か

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

 次
つぎ

に掲げる
か か   

事務
じ む

 

イ 児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第164号
だ い   ご う

）第34条
だい  じょう

の15第４項
だい  こう

及び
お よ  

第35条
だい  じょう

第６項
だい  こう

に規定
き て い

する認可
に ん か

に関する
か ん   

事項
じ こ う

の審査
し ん さ

 

ロ 就学前
しゅうがくぜん

の子ども
こ   

に関する
か ん   

教 育
きょういく

、保育
ほ い く

等
とう

の総合的
そうごうてき

な提 供
ていきょう

の推進
すいしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

18年
ねん

法律
ほうりつ

第77号
だ い  ご う

）第17条
だい  じょう

第３項
だい  こう

に規定
き て い

する認可
に ん か

、同法
どうほう

第21条
だい  じょう

第２項
だい  こう

に規定
き て い

する命令
めいれい

及び
お よ  

同法
どうほう

第22条
だい  じょう

第２項
だい  こう

に規定
き て い

する認可
に ん か

の取消し
と り け  

に関する
か ん   

事項
じ こ う

の審
しん

査
さ

 

３ 審査
し ん さ

部会
ぶ か い

に属
ぞく

すべき委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

は、委員長
いいんちょう

が指名
し め い

する。 

４ 審査
し ん さ

部会
ぶ か い

に審査部
し ん さ ぶ

会 長
かいちょう

を置
お

き、それぞれの審査
し ん さ

部会
ぶ か い

に属
ぞく

する委員
い い ん

の互選
ご せ ん

によってこれを定
さだ

める。 

５ 審査部
し ん さ ぶ

会 長
かいちょう

は、審査
し ん さ

部会
ぶ か い

の会務
か い む

を掌理
しょうり

する。 

６ 審査部
し ん さ ぶ

会 長
かいちょう

に事故
じ こ

があるとき又
また

は審査部
し ん さ ぶ

会 長
かいちょう

が欠
か

けたときは、あらかじめ審査部
し ん さ ぶ

会 長
かいちょう

が指名
し め い

す

る委員
い い ん

又
また

は臨時
り ん じ

委員
い い ん

がその職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

（補則
ほ そ く

） 

第
だい

４ 条
じょう

 この規則
き そ く

に定
さだ

めるもののほか、審
しん

議会
ぎ か い

の運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、委員長
いいんちょう

が定
さだ

める。 

附
ふ

 則
そく

 

この規則
き そ く

は、平成
へいせい

26年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

附
ふ

 則
そく

〔平成
へいせい

26年
ねん

9月
がつ

30日
にち

規則
き そ く

第
だい

106号
ごう

抄
しょう

〕 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この規則
き そ く

は、平成
へいせい

26年
ねん

10月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

附
ふ

 則
そく

〔平成
へいせい

27年
ねん

3月
がつ

31日
にち

規
き

則
そく

第
だい

29号
ごう

〕 

この規則
き そ く

は、平成
へいせい

27年
ねん

4月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

附
ふ

 則
そく

〔平成
へいせい

30年
ねん

3月
がつ

30日
にち

規則
き そ く

第
だい

20号
ごう

〕 

この規則
き そ く

は、平成
へいせい

30年
ねん

4月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 



第
だい

５節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

審議会
し ん ぎか い

 本審
ほんしん

委員
い い ん

名簿
め い ぼ
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し
り
ょ
う
へ
ん 

第
だい

５節
せつ

 枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

 本審
ほんしん

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 
 

（50音
おん

順
じゅん

・敬 称
けいしょう

略
りゃく

） 

任期
に ん き

：令和
れ い わ

２年
ねん

４月
がつ

１日
にち

～令
れい

和
わ

５年
ねん

３月
がつ

31日
にち

 

明石
あ か し

 隆行
たかゆき

 安藤
あんどう

 和彦
かずひこ

 

石田
い し だ

 慎二
し ん じ

 ◎上野谷
う え の や

 加代子
か よ こ

 

大西
おおにし

 雅
まさ

裕
ひろ

 岡
おか

﨑
ざき

 成子
し げ こ

 

河野
こ う の

 和永
か ず え

 佐藤
さ と う

 嘉
よし

枝
え

 

武
たけし

 正行
まさゆき

 ○ 所
ところ

 めぐみ 

冨岡
とみおか

 量
りょう

秀
しゅう

 長尾
な が お

 祥司
しょうじ

 

橋本
はしもと

 有理子
ゆ り こ

 畑中
はたなか

 光昭
みつあき

 

原
はら

 啓一郎
けいいちろう

 ○肥田
ひ だ

 時子
と き こ

 

藤本
ふじもと

 良知
よしとも

  三田
み た

 優子
ゆ う こ

 

三戸
み と

 隆
たかし

 
 

   ◎…委員長
いいんちょう

     ○…副委員長
ふくいいんちょう

 

 

※委員
い い ん

構成
こうせい

 

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 12名
めい

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

従事者
じゅうじしゃ

 ７名
めい

 

 

 

 

 



第
だい

６節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

審議会
し ん ぎか い

 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

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

148 

資料編
しりょうへん

 

資
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し
り
ょ
う

編
へ
ん 

第
だい

６節
せつ

 枚方市
ひらかたし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

 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

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 
 

（50音
おん

順
じゅん

・敬 称
けいしょう

略
りゃく

） 

任
にん

期
き

：令
れい

和
わ

２年
ねん

４月
がつ

１日
にち

～令
れい

和
わ

５年
ねん

３月
がつ

31日
にち

 

東
あずま

 早苗
さ な え

 河野
こ う の

 和永
か ず え

 

佐田
さ た

 あゆ美
み

 関
せき

 容子
よ う こ

 

高橋
たかはし

 昌子
ま さ こ

 ○長尾
な が お

 祥司
しょうじ

 

前田
ま え だ

 裕
やす

久
ひさ

 ◎三田
み た

 優子
ゆ う こ

 

  村山
むらやま

 育代
い く よ

 森本
もりもと

 実
みのる

 

安田
や す だ

 雄
ゆう

太郎
た ろ う

 横田
よ こ た

 浩
ひろ

典
のり

 

和田
わ だ

 典子
の り こ

 
 

◎…会 長
かいちょう

     ○…職務
しょくむ

代理
だ い り

 

 

※委員
い い ん

構成
こうせい

 

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 ２名
めい

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

従事者
じゅうじしゃ

 ８名
めい

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

従事者
じゅうじしゃ

 ３名
めい

 

 

 

 

 



第
だい

７節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

設置
せ っ ち

要綱
ようこう
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資
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編

し
り
ょ
う
へ
ん 

第
だい

７節
せつ

 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

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

 
 

平成
へいせい

25年
ねん

３月
 が つ

29日
にち

制定
せいてい

枚方市
ひらかたし

要綱
ようこう

第45号
だ い  ご う

 

 （設置
せ っ ち

） 

第
だい

１ 条
じょう

 障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（平成
へいせい

17年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

。

以下
い か

「法
ほう

」という。）第
だい

77 条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

により実施
じ っ し

する地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

のうち、同項
どうこう

第
だい

３号
ごう

に

規定
き て い

する事業
じぎょう

（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」という。）を実施
じ っ し

するに当
あ

たり、法
ほう

第
だい

89 条
じょう

の３３第
だい

１

項
こう

の規
き

定
てい

に基
もと

づき、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

（以下
い か

「 協
きょう

議会
ぎ か い

」という。）を設置
せ っ ち

する。 

 （担任
たんにん

事務
じ む

） 

第
だい

２ 条
じょう

 協
きょう

議会
ぎ か い

は、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる事
じ

項
こう

について調査
ちょうさ

し、及
およ

び協議
きょうぎ

するものとする。 

 （１）障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の運営
うんえい

に対
たい

する評価
ひょうか

に関
かん

すること。 

 （２）支援
し え ん

が困難
こんなん

な事例
じ れ い

への対応
たいおう

に関
かん

すること。 

 （３）法
ほう

第
だい

89 条
じょう

の３第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

（次
じ

条
じょう

において「関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

」という。）のネッ

トワークの構築
こうちく

に関
かん

すること。 

 （４） 地域
ち い き

において、障害者
しょうがいしゃ

が自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むため必要
ひつよう

となる、社会
しゃかい

資源
し げ ん

の開発
かいはつ

、改善
かいぜん

等
とう

に関
かん

すること。 

 （５）前各号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める事項
じ こ う

に関
かん

すること。 

 （構成
こうせい

） 

第
だい

３ 条
じょう

 協
きょう

議会
ぎ か い

は、委員
い い ん

18人
にん

以内
い な い

で構成
こうせい

する。 

２ 委員
い い ん

は、福祉
ふ く し

部長
ぶちょう

及
およ

び次
つぎ

に掲
かか

げる者
もの

のうちから市長
しちょう

が依頼
い ら い

する者
もの

とする。 

 （１）障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

に係
かか

る事業所
じぎょうしょ

の管理者
かんりしゃ

 

 （２）学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 

 （３）法
ほう

第
だい

29 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する指定
し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

を代 表
だいひょう

する者
もの

 

 （４）関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

を代 表
だいひょう

する者
もの

 

 （５）前各号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める者
もの

 

 （会 長
かいちょう

及
およ

び副会長
ふくかいちょう

） 

第
だい

４ 条
じょう

 協
きょう

議会
ぎ か い

に会 長
かいちょう

及
およ

び副会長
ふくかいちょう

を置
お

き、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により定
さだ

める。 

２ 会 長
かいちょう

は、会務
か い む

を総理
そ う り

し、 協
きょう

議会
ぎ か い

を代 表
だいひょう

する。 

３ 副会長
ふくかいちょう

は、会 長
かいちょう

を補佐
ほ さ

し、会 長
かいちょう

に事故
じ こ

があるとき又
また

は会 長
かいちょう

が欠
か

けたときは、その職務
しょくむ

を代理
だ い り

す

る。 

 （依頼
い ら い

期間
き か ん

） 

第
だい

５ 条
じょう

 委員
い い ん

（第
だい

３ 条
じょう

第
だい

２項
こう

の規定
き て い

により市長
しちょう

が依頼
い ら い

した者
もの

に限
かぎ

る。以下
い か

この 条
じょう

において同
おな

じ。）の

依頼
い ら い

期間
き か ん

は、２年
ねん

以内
い な い

とする。 



第
だい

７節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

設置
せ っ ち

要綱
ようこう
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う

編
へ
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２ 委員
い い ん

は、再依頼
さいいらい

されることができる。 

 （会議
か い ぎ

） 

第
だい

６ 条
じょう

 協
きょう

議会
ぎ か い

の会議
か い ぎ

は、会 長
かいちょう

が 招 集
しょうしゅう

し、会 長
かいちょう

がその議長
ぎちょう

となる。 

２ 協
きょう

議会
ぎ か い

は、委員
い い ん

の２分
ぶん

の１以上
いじょう

が出 席
しゅっせき

しなければ、会議
か い ぎ

を開
ひら

くことができない。 

 （幹事会
かんじかい

） 

第
だい

７ 条
じょう

 協
きょう

議会
ぎ か い

の運営
うんえい

を円滑
えんかつ

に 行
おこな

うため、 協
きょう

議会
ぎ か い

に幹事会
かんじかい

を置
お

く。 

２ 幹事会
かんじかい

は、福祉
ふ く し

部長
ぶちょう

及
およ

び第
だい

３ 条
じょう

第
だい

２項
こう

第
だい

１号
ごう

の委員
い い ん

で組織
そ し き

する。 

３ 幹事会
かんじかい

に幹事
か ん じ

長
ちょう

及
およ

び副幹事
ふくかんじ

長
ちょう

を置
お

き、幹事会
かんじかい

を構成
こうせい

する幹事
か ん じ

の互選
ご せ ん

で定
さだ

める。 

４ 第
だい

４ 条
じょう

及
およ

び前
ぜん

条
じょう

の規定
き て い

は、幹事会
かんじかい

について準 用
じゅんよう

する。 

 （専門
せんもん

部会
ぶ か い

） 

第
だい

８ 条
じょう

 特定
とくてい

の事項
じ こ う

について検討
けんとう

するため、幹事会
かんじかい

に専門
せんもん

部会
ぶ か い

を置
お

くことがある。 

２ 専門
せんもん

部会
ぶ か い

の構成
こうせい

及
およ

び運営
うんえい

については、幹事
か ん じ

長
ちょう

が幹事会
かんじかい

に諮
はか

ってこれを定
さだ

める。 

 （守秘
し ゅ ひ

義務
ぎ む

） 

第
だい

９ 条
じょう

 委員
い い ん

及
およ

び専門
せんもん

部会
ぶ か い

を構成
こうせい

する者
もの

は、協
きょう

議会
ぎ か い

、幹事会
かんじかい

又
また

は専門
せんもん

部会
ぶ か い

の会議
か い ぎ

を通
つう

じて知
し

り得
え

た秘
ひ

密
みつ

を他
ほか

に漏
も

らしてはならない。委員
い い ん

又
また

は専門
せんもん

部会
ぶ か い

を構成
こうせい

する者
もの

でなくなったときも、また、同様
どうよう

とす

る。 

 （庶務
し ょ む

） 

第
だい

10 条
じょう

 協
きょう

議会
ぎ か い

の庶務
し ょ む

は、福祉部
ふ く し ぶ

障 害
しょうがい

福祉室
ふくししつ

が担当
たんとう

する。 

 （補則
ほ そ く

） 

第
だい

11 条
じょう

 この要綱
ようこう

に定
さだ

めるもののほか、 協
きょう

議会
ぎ か い

の運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、会 長
かいちょう

が 協
きょう

議会
ぎ か い

に諮
はか

っ

て定
さだ

める。 

 

附
ふ

 則
そく

 

この要綱
ようこう

は、平
へい

成
せい

25年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施
し

行
こう

する。 

 

 

 

 



第
だい

８節
せつ

 枚方市
ひ ら かた し

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

委員
い い ん

名簿
め い ぼ
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第
だい

８節
せつ

 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

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

（50音
おん

順
じゅん

・敬 称
けいしょう

略
りゃく

） 

平成
へいせい

29年
ねん

12月
がつ

１日
にち

～ 

平成
へいせい

31年
ねん

11月
がつ

30日
にち

 
 

令和
れ い わ

元年
がんねん

12月
がつ

１日
にち

～ 

令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

30日
にち

 

猪
い

鹿倉
が く ら

 陽
よう

介
すけ

  内田
う ち だ

 拓
たく

洋
ひろ

 

内田
う ち だ

 拓
たく

洋
ひろ

  金久
かねひさ

 恭
やす

亮
あき

 

金久
かねひさ

 恭
やす

亮
あき

（ 注
ちゅう

１）  亀谷
かめたに

 明美
あ け み

 

桐山
きりやま

 広子
ひ ろ こ

  桐山
きりやま

 広子
ひ ろ こ

 

河野
こ う の

 和永
か ず え

  河野
こ う の

 和永
か ず え

 

島本
しまもと

 義信
よしのぶ

  島本
しまもと

 義信
よしのぶ

 

辻
つじ

 史生
ふ み お

  立川
たちかわ

 綾子
あ や こ

 

津田
つ だ

 茂樹
し げ き

  辻
つじ

 史生
ふ み お

 

○長尾
な が お

 祥司
しょうじ

  津田
つ だ

 茂樹
し げ き

 

中川
なかがわ

 敬
けい

介
すけ

  ○長尾
な が お

 祥司
しょうじ

 

野川
の が わ

 哲也
てつなり

  中川
なかがわ

 敬
けい

介
すけ

 

藤
ふじ

淵
ぶち

 陽
よう

介
すけ

  野川
の が わ

 哲也
てつなり

 

古満
ふるみつ

 園
その

美
み

（ 注
ちゅう

２）  ◎三田
み た

 優子
ゆ う こ

 

◎本多
ほ ん だ

 隆司
た か し

   安田
や す だ

 雄
ゆう

太郎
た ろ う

 

松浦
まつうら

 武夫
た け お

  山崎
やまざき

 宏
ひろし

（ 注
ちゅう

３） 

山本
やまもと

 雅
まさ

英
ひで

  山本
やまもと

 雅
まさ

英
ひで

 

◎…会 長
かいちょう

      ○…副会長
ふくかいちょう

 

（注
ちゅう

１）任期
に ん き

：平成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

１日
にち

～平
へい

成
せい

31年
ねん

11月
がつ

30日
にち

 

（注
ちゅう

２）任期
に ん き

：平成
へいせい

31年
ねん

４月
がつ

１日
にち

～平
へい

成
せい

31年
ねん

11月
がつ

30日
にち

 

（注
ちゅう

３）任期
に ん き

：令和
れ い わ

２年
ねん

４月
がつ

１日
にち

～令
れい

和
わ

３年
ねん

11月
がつ

30日
にち

 

※委員
い い ん

構成
こうせい

 

障
しょう

害
がい

者
しゃ

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

に係
かか

る事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の管
かん

理
り

者
しゃ

 ６名
めい

 

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 １名
めい

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

を代 表
だいひょう

する者
もの

 １名
めい

 

関係
かんけい

機関
き か ん

を代 表
だいひょう

する者
もの

（福祉
ふ く し

関係
かんけい

機関
き か ん

） １名
めい

 

関係
かんけい

機関
き か ん

を代 表
だいひょう

する者
もの

（保健
ほ け ん

・医療
いりょう

関係
かんけい

機関
き か ん

） １名
めい

 

関係
かんけい

機関
き か ん

を代 表
だいひょう

する者
もの

（雇用
こ よ う

関係
かんけい

機関
き か ん

） １名
めい

 

上記
じょうき

の他
ほか

、市
し

長
ちょう

が必
ひつ

要
よう

と認
みと

める者
もの

 ４名
めい

 

本市
ほ ん し

の職 員
しょくいん

 １名
めい
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第
だい

９節
せつ

 計画
けいかく

策定
さくてい

に係
かか

るアンケート調
ちょう

査
さ

等
とう

の実施
じ っ し

概要
がいよう

と結果
け っ か

 
 

（１）障害者
しょうがいしゃ

・児
じ

アンケート 

 

■調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

概要
がいよう

 

１）調査名
ちょうさめい

 

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

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

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（第
だい

2期
き

）策定
さくてい

のための実態
じったい

調査
ちょうさ

 

 

２）調査
ちょうさ

の趣旨
し ゅ し

 

次期
じ き

計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって、障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）やその保護者
ほ ご し ゃ

の福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

実態
じったい

や福祉
ふ く し

に関
かん

する意識
い し き

・意向
い こ う

、また、生活
せいかつ

実態
じったい

などを把握
は あ く

し、計画
けいかく

策定
さくてい

および施策
し さ く

推進
すいしん

の基礎
き そ

資料
しりょう

とし

て活用
かつよう

するため、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

して障害者
しょうがいしゃ

や障害児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

へのアンケートを実施
じ っ し

しま

した。 

 

３）調査
ちょうさ

実施
じ っ し

の方針
ほうしん

 

ライフステージ別
べつ

のニーズ、課題
か だ い

を把握
は あ く

するため、①18歳
さい

未満
み ま ん

の障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の

保護者
ほ ご し ゃ

、②18歳
さい

から 64歳
さい

の障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

、③65歳
さい

以上
いじょう

の障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の３つの

区分
く ぶ ん

に分
わ

けて対 象
たいしょう

を 抽 出
ちゅうしゅつ

し実施
じ っ し

しました。 

 

４）調査
ちょうさ

実施
じ っ し

概要
がいよう

 

調査
ちょうさ

対象地
たいしょうち

  ：枚方
ひらかた

市内
し な い

全域
ぜんいき

 

調査
ちょうさ

方法
ほうほう

   ：郵送
ゆうそう

による配布
は い ふ

・回 収
かいしゅう

 

調査
ちょうさ

基準
きじゅん

日
び

  ：令和
れ い わ

２年
ねん

７月
がつ

１日
にち

 

調査
ちょうさ

実施
じ っ し

期間
き か ん

 ：令和
れ い わ

２年
ねん

７月
がつ

17日
にち

～７月
がつ

31日
にち

 

実施
じ っ し

（発送
はっそう

）数
すう

：①市内
し な い

在 住
ざいじゅう

の 0～18歳
さい

未満
み ま ん

の障害児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

 300人
にん

 

         ②市内
し な い

在 住
ざいじゅう

の 18歳
さい

以上
いじょう

の障害者
しょうがいしゃ

      1,991人
にん
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５）回 収
かいしゅう

結果
け っ か

 

調査
ちょうさ

対象
たいしょう

 
①市内在住

しないざいじゅう

の 0～18歳
さい

未満
み ま ん

 

の障害児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

 

②市内在住
しないざいじゅう

の 18歳
さい

以上
いじょう

 

の障害者
しょうがいしゃ

 
合計
ごうけい

 

対象者数
たいしょうしゃすう

（人
にん

） 1,619 21,135 22,754 

実施数
じ っ しす う

 （人
にん

） 300 1,991 2,291 

実施
じ っ し

割合
わりあい

 18.5％ 9.4％ 10.1％ 

回収数
かいしゅうすう

 （票
ひょう

） 116 845 961 

回収率
かいしゅうりつ

 38.7％ 42.4％ 41.9％ 

 

【参考
さんこう

：枚方市
ひ ら かた し

の障害
しょうがい

種別
しゅべつ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

】 

調査
ちょうさ

対象
たいしょう

 18歳
さい

未満
み ま ん

 18～64歳
さい

 65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

 265 3,606 10,944 14,815 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 1,022 2,335 149 3,506 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 332 3,379 722 4,433 

合計
ごうけい

 1,619 9,320 11,815 22,754 

※障害
しょうがい

種別
しゅべつ

重複
ちょうふく

あり（令和
れ い わ

２年
ねん

６月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） 

 

【参考
さんこう

：障害
しょうがい

種別
しゅべつ

実施数
じ っ しす う

】 

調査
ちょうさ

対象
たいしょう

 18歳
さい

未満
み ま ん

 18～64歳
さい

 65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

 80 595 219 894 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 140 447 60 647 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 80 550 120 750 

合計
ごうけい

 300 1,592 399 2,291 

 

 

■調査
ちょうさ

結果
け っ か

のポイント 

１）障害児
しょうがいじ

（18歳
さい

未満
み ま ん

） 

<障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

> 

○回答者
かいとうしゃ

のうち、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は 30.2%、療 育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は 57.8%、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は 30.2%となっている。 

○発
はっ

達
たつ

障 害
しょうがい

と診断
しんだん

されたことのある回答者
かいとうしゃ

は 64.7％となっている。 

○高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

と診断
しんだん

されたことのある回答者
かいとうしゃ

は 3.4％となっている。 

○難 病
なんびょう

に罹患
り か ん

している回答者
かいとうしゃ

は 13.8％となっている。 

○現在
げんざい

受
う

けている医療
いりょう

ケアは、「特
とく

になし」を除
のぞ

いて、「服薬
ふくやく

管理
か ん り

」（14.7%）が 最
もっと

も多
おお

く

なっている。 
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<住
す

まいや暮
く

らし> 

○主
おも

な介助
かいじょ

・介護者
かいごしゃ

については、「母
はは

」（97.0%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「父
ちち

」（59.6%）、

「兄 弟
きょうだい

姉妹
し ま い

」（14.1%）となっている。 

○主
おも

な介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

については、「40～49歳
さい

」（54.1%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「30～39

歳
さい

」（28.6%）で、30～40歳代
さいだい

が約
やく

８割
わり

を占
し

めている。 

○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
とう

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

について

は、「他
ほか

の家族
か ぞ く

が介助
かいじょ

する」（77.6%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「近
ちか

くの親族
しんぞく

や知
し

り合
あ

いな

どが介助
かいじょ

する」（10.2%）、「対応
たいおう

できず困
こま

る」（9.2％）となっている。 

○将 来
しょうらい

の暮
く

らしの希望
き ぼ う

については、「家族
か ぞ く

と一緒
いっしょ

に暮
く

らす」（57.8%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

い

で、「一人
ひ と り

で暮
く

らす」（25.0%）、「グループホームを利用
り よ う

する」（6.0%）などとなってい

る。 

○通院
つういん

時
じ

や医療
いりょう

を受
う

けるにあたって困
こま

っていることについては、「医者
い し ゃ

や看護師
か ん ご し

とのコミュ

ニケーション」（20.7％）と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

することが困難
こんなん

」

（17.2％）となっている。 

○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

については、「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

」（66.4%）が 最
もっと

も

多
おお

く、次
つ

いで、「コミュニケーションについての支援
し え ん

」（52.6％）、「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービ

スなどの障害児
しょうがいじ

サービスの充 実
じゅうじつ

」（47.4％）などとなっている。 

 

<日 中
にっちゅう

活動
かつどう

や就 労
しゅうろう

> 

○外 出
がいしゅつ

について困
こま

ることについては、「困
こま

った時
とき

にどうすればいいのか心配
しんぱい

」（47.4%）が

最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「切符
き っ ぷ

の買
か

い方
かた

や乗換
の り か

えの方法
ほうほう

がわかりにくい」（26.7%）、「周囲
しゅうい

の

目
め

が気
き

になる」（16.4%）などとなっている。 

○平日
へいじつ

の日 中
にっちゅう

の過
す

ごし方
かた

については、「高校
こうこう

、地域
ち い き

の小 中 学 校
しょうちゅうがっこう

に通
かよ

っている」（58.6%）

が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に通
かよ

っている」（22.4%）、「幼稚園
ようちえん

、保育所
ほいくしょ

、認定
にんてい

こども園
えん

などに通
かよ

っている」（9.5%）などとなっている。 

○一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

の希望
き ぼ う

意向
い こ う

については、「したい」が 73.3%、「したくない、難
むずか

しい」が 22.4%

となっている。 

○障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

支援
し え ん

として必要
ひつよう

なことについては、「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」（87.1%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「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

」

（62.1％）、「就労後
しゅうろうご

のフォローなど職場
しょくば

と支援
し え ん

機関
き か ん

の連携
れんけい

」（57.8%）などとなってい

る。 

○余暇
よ か

活動
かつどう

をするために必要
ひつよう

なことについては、「特
とく

にない」を除
のぞ

いて、「いつでも気軽
き が る

に立
た

ち寄
よ

り、仲間
な か ま

達
たち

と過
す

ごすことのできる場所
ば し ょ

」（46.6%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「介助者
かいじょしゃ

や

支援者
しえんしゃ

の付
つ

き添
そ

い」（25.9%）、「スポーツや趣味
し ゅ み

の講習会
こうしゅうかい

」（21.6%）などとなってい

る。 
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<障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の利用
り よ う

> 

○現在
げんざい

利用
り よ う

しているサービスについては、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

（1.8%）、相談
そうだん

支援
し え ん

（19.0％）、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

（18.1％）、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス（46.6%）、保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

（4.3%）、医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

（1.7%）、移動
い ど う

支援
し え ん

（36.2%）、日 中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

（2.6％）、通学
つうがく

ガイドヘル

パー（2.6％）、補
ほ

装具
そ う ぐ

・日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

（13.7％）となっている。 

○サービスを利用
り よ う

していない回答者
かいとうしゃ

の、今後
こ ん ご

の利用
り よ う

意向
い こ う

については、相談
そうだん

支援
し え ん

（42.2％）、

移動
い ど う

支援
し え ん

（35.3%）、日 中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

（31.0％）、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

（31.0％）、

短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

（30.2%）が３割
わり

以上
いじょう

と多
おお

くなっている。 

○相談
そうだん

支援
し え ん

を現在
げんざい

利用
り よ う

していない理由
り ゆ う

については、「どんなサービスか知
し

らないから」

（33.7%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「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」

（31.3%）となっており、サービス内容
ないよう

の周知
しゅうち

の不十分
ふじゅうぶん

な 状 況
じょうきょう

がうかがえる。 

 

<相談
そうだん

相手
あ い て

> 

○悩
なや

みや困
こま

ったことを相談
そうだん

する相手
あ い て

については、「父
ちち

や母
はは

など家族
か ぞ く

や親
しん

せき」（84.5%）が

最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「通園
つうえん

施設
し せ つ

や保育所
ほいくしょ

、幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

の先生
せんせい

」（46.6%）、「友人
ゆうじん

」（25.9%）

となっており、「障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

の民間
みんかん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」（4.3％）、「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

」（2.3％）に相談
そうだん

する回答者
かいとうしゃ

は少
すく

ない傾向
けいこう

にある。 

○障 害
しょうがい

や福祉
ふ く し

サービス等
とう

に関
かん

する情 報
じょうほう

の 入
にゅう

手先
しゅさき

については、「家族
か ぞ く

や親
しん

せき、友人
ゆうじん

」

（36.1%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「インターネット」（26.7%）、「広報
こうほう

ひらかた」（25.9％）

となっており、「障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

の民間
みんかん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」（4.3％）、「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

」（4.3％）から情 報
じょうほう

を得
え

ている回答者
かいとうしゃ

は少
すく

ない傾向
けいこう

にある。 

 

<権利
け ん り

擁護
よ う ご

> 

○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

いをすることについては、この５年間
ねんかん

で「あまり変
か

わら

ないと思
おも

う」（45.7％）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「わからない」（25.9％）となっている。 

○障 害
しょうがい

があることで嫌
いや

な思
おも

いをしたり、困
こま

ったりすることがあるかについては、「ある」が

56.0％、「ない」が 37.9％となっている。差別
さ べ つ

を受
う

けていても、社会
しゃかい

通念的
つうねんてき

に「ない」

と感
かん

じさせられている回答者
かいとうしゃ

も含
ふく

むかもしれないことには注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

である。 

○障 害
しょうがい

があることで嫌
いや

な思
おも

いをしたり、困
こま

ったりする場所
ば し ょ

・内容
ないよう

については、外出先
がいしゅつさき

・

余暇
よ か

を楽
たの

しむときや公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の「じろじろ見
み

られた」（それぞれ 61.5％、41.5％）、

学校
がっこう

での「自分
じ ぶ ん

だけ違
ちが

う対応
たいおう

をされる」「無視
む し

されたり、仲間
な か ま

はずれにされる」「不親切
ふしんせつ

・

冷
つめ

たい態度
た い ど

をとられた」（それぞれ 23.1％）などが多
おお

くなっている。 

○成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

の際
さい

の不安
ふ あ ん

、または利用
り よ う

を 考
かんが

えていない理由
り ゆ う

については、「制度
せ い ど

がよ

くわからない」（55.2%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「本人
ほんにん

に代
か

わって財産
ざいさん

等
とう

を管理
か ん り

できる親族
しんぞく

がいるから」（21.6％）、「後見人
こうけんにん

等
とう

を見
み

ず知
し

らずの人
ひと

がすることに不安
ふ あ ん

があるから」

（19.8%）などとなっている。 
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<災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

等
とう

>
＞

 

○地震
じ し ん

等
とう

の災害
さいがい

時
じ

に一人
ひ と り

で避難
ひ な ん

できるかについては、「できる」が 16.4%、「できない」が

58.6%、「わからない」が 22.4%となっている。 

○家族
か ぞ く

が不在
ふ ざ い

の場合
ば あ い

や一人暮
ひ と り ぐ

らしの場合
ば あ い

、災害
さいがい

時
じ

に助
たす

けてくれる人
ひと

はいるかについては、

「いる」が 22.4%、「いない」が 43.1%、「わからない」が 31.9%となっている。 

○災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

や避難
ひ な ん

生活
せいかつ

で困
こま

ることや不安
ふ あ ん

については、「コロナウイルス感染症
かんせんしょう

などへ

の感染
かんせん

が不安
ふ あ ん

」（56.0%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「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」「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の設備
せ つ び

（トイレ等
とう

）や生活
せいかつ

環 境
かんきょう

が不安
ふ あ ん

」（ともに 50.0%）、「周囲
しゅうい

とコミュニケーションがとれない」（48.3%）となっている。 

○災害
さいがい

時
じ

に自宅
じ た く

で過
す

ごせなくなった場合
ば あ い

の対処
たいしょ

については、「避難所
ひなんじょ

で過
す

ごす」（39.7%）

が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「避難所
ひなんじょ

で過
す

ごせないので、車
くるま

の中
なか

や公園
こうえん

などで過
す

ごす」（15.5%）、

「遠方
えんぽう

の知
し

り合
あ

いを探
さが

す」（12.9%）、「障 害
しょうがい

の施設
し せ つ

で過
す

ごせるよう探
さが

す」（6.9%）とな

っている一方
いっぽう

で、「わからない」（20.7%）という回答
かいとう

も多
おお

くみられる。 

○避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

にあれば、役
やく

に立
た

つ、障 害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

していると思
おも

われる品物
しなもの

については、

「自分
じ ぶ ん

だけの空間
くうかん

を作
つく

れる簡易
か ん い

な装置
そ う ち

」（67.2%）と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「何
なん

らかの支援
し え ん

が必要
ひつよう

なことがわかるカード、バンダナなど」（37.9%）、「騒音
そうおん

、雑音
ざつおん

を遮断
しゃだん

する耳
みみ

あて」

「絵
え

カードなどのコミュニケーション支援
し え ん

のための道具
ど う ぐ

」（ともに 35.3%）となってい

る。 

○新型
しんがた

コロナウイルスなどの感染症
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

じたことについて

は、55.2％が不安
ふ あ ん

を感
かん

じている。具体的
ぐたいてき

な不安
ふ あ ん

については、「外 出
がいしゅつ

ができなかった」

（64.1％）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「いつも行
い

っているところに行
い

くことができなかった」

（62.5％）となっている。 

 

２）障害者
しょうがいしゃ

（18歳
さい

以上
いじょう

） 

<障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

> 

○回
かい

答者
とうしゃ

のうち、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は 56.0%、療 育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は 27.8%、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は 30.3%となっている。 

○発
はっ

達
たつ

障 害
しょうがい

と診断
しんだん

されたことのある回答者
かいとうしゃ

は 18.2％となっており、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

では「あ

る」（40.0％）が４割
わり

を占
し

めている。 

○高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

と診断
しんだん

されたことのある回答者
かいとうしゃ

は 7.8％となっており、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

で

は「ある」（11.7％）が１割
わり

を超
こ

えている。 

○難 病
なんびょう

に罹患
り か ん

している回答者
かいとうしゃ

は 10.1％となっている。 

○現在
げんざい

受
う

けている医療
いりょう

ケアは、「服薬
ふくやく

管理
か ん り

」（22.7%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「透析
とうせき

」（3.9%）

となっている。 
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<住
す

まいや暮
く

らし> 

○現在
げんざい

の暮
く

らしについては、「家族
か ぞ く

と暮
く

らしている」（71.5％）が 最
もっと

も多
おお

くなっており、

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

では「グループホーム」（10.2％）が約
やく

１割
わり

を占
し

めている。 

○主
おも

な介助
かいじょ

・介護者
かいごしゃ

については、「母
はは

」（46.4%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「施設
し せ つ

やグループ

ホームの指導員
しどういん

など」（23.3%）、「父
ちち

」（22.2%）、「配偶者
はいぐうしゃ

」（20.9%）となっている。 

○主
おも

な介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

については、「60～69歳
さい

」（27.8%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「50～59

歳
さい

」（26.9%）、「70～79歳
さい

」（23.5%）で、60歳
さい

以上
いじょう

が約
やく

６割
わり

を占
し

めている。 

○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
とう

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

について

は、「他
た

の家族
か ぞ く

が介助
かいじょ

する（36.1%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「対応
たいおう

できず困
こま

る」（27.8%）、

「短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

サービスや日 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」（16.9%）となっており、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

では「対応
たいおう

できず困
こま

る」（それぞれ 28.9％、38.3％）が 最
もっと

も多
おお

くな

っている。 

○将 来
しょうらい

の暮
く

らしの希望
き ぼ う

については、「家族
か ぞ く

と一緒
いっしょ

に暮
く

らしたい」（42.2%）が 最
もっと

も多
おお

く、

次
つ

いで、「一人
ひ と り

で暮
く

らしたい」（23.1%）となっており、「グループホームを利用
り よ う

する」

（7.9%）を加
くわ

えた合計
ごうけい

は７割
わり

を超
こ

えている。 

○通院
つういん

時
じ

や医療
いりょう

を受
う

けるにあたって困
こま

っていることについては、「公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

す

ることが困難
こんなん

」（24.7％）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「医者
い し ゃ

や看護師
か ん ご し

とのコミュニケーション」

（22.7％）となっており、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

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」が４割
わり

以上
いじょう

と多
おお

くなっている。 

○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

については、「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

」（50.2%）が 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
とう

の充 実
じゅうじつ

」（36.0%）、「必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービスが適切
てきせつ

に利用
り よ う

でき

ること」（33.8%）、「障害者
しょうがいしゃ

に適
てき

した住 居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

」（28.4%）などとなっており、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

では「相談
そうだん

対応
たいおう

等
とう

の充 実
じゅうじつ

」「コミュニケーションについての支援
し え ん

」

が４割
わり

以上
いじょう

と多
おお

くなっている。 

 

<日 中
にっちゅう

活動
かつどう

や就 労
しゅうろう

> 

○外 出
がいしゅつ

について困
こま

ることについては、「困
こま

った時
とき

にどうすればいいのか心配
しんぱい

」（27.6%）が

最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「休 憩
きゅうけい

できる場所
ば し ょ

が少
すく

ない」（22.6%）、「道路
ど う ろ

や駅
えき

に階段
かいだん

や段差
だ ん さ

が

多
おお

い」（19.4%）などとなっており、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

では「道路
ど う ろ

や駅
えき

に階段
かいだん

や段差
だ ん さ

が多
おお

い」

（26.8％）が 最
もっと

も多
おお

くなっている。 

○平日
へいじつ

の日 中
にっちゅう

の過
す

ごし方
かた

については、「自宅
じ た く

で過
す

ごしている」（40.6%）が 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
とう

で 収 入
しゅうにゅう

を得
え

て仕事
し ご と

をしている」（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」（20.1%）などとなっており、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

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」（それぞれ 49.8％、42.2％）が

最
もっと

も多
おお

くなっている。 
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○ 収 入
しゅうにゅう

を得
え

て仕事
し ご と

をしている方
かた

の勤務
き ん む

形態
けいたい

については、「正社員
せいしゃいん

として就 労
しゅうろう

している」

（48.2%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「パート・アルバイト等
とう

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

」

（42.6%）、「自営業
じえいぎょう

、家業
かぎょう

等
とう

」（8.7%）となっている。 

○一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

をしていない方
かた

の今後
こ ん ご

の就 労
しゅうろう

意向
い こ う

については、「したい」が 19.6%、「したく

ない、できない」が 62.1%となっており、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

では「したい」が

２割
わり

以上
いじょう

と多
おお

くなっている。18～64歳
さい

に限
かぎ

ってみると、「したい」が 25.4％となって

いる。 

○一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

をしたことがある方
かた

の、仕事
し ご と

を辞
や

めた理由
り ゆ う

については、「体 調
たいちょう

悪化
あ っ か

により仕事
し ご と

を続
つづ

けることが 難
むずか

しくなったため」（36.4%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「仕事
し ご と

の契約
けいやく

期間
き か ん

が 終 了
しゅうりょう

した」（21.7%）、「職場
しょくば

の人間
にんげん

関係
かんけい

が原因
げんいん

で辞
や

めた」（20.5%）などとなってお

り、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

では「職場
しょくば

の人間
にんげん

関係
かんけい

が原因
げんいん

で辞
や

めた」」（32.6％）が 最
もっと

も多
おお

くなって

いる。 

○障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

支援
し え ん

として必要
ひつよう

なことについては、「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」（57.0%）が 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
とう

の配慮
はいりょ

」（34.6%）、

「家族
か ぞ く

の理解
り か い

、 協 力
きょうりょく

」（29.7%）などとなっており、「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

」は知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

では３割
わり

以上
いじょう

と多
おお

くなっている。 

○余暇
よ か

活動
かつどう

をするために必要
ひつよう

なことについては、「特
とく

にない」を除
のぞ

いて、「いつでも気軽
き が る

に立
た

ち寄
よ

り、仲間
な か ま

達
たち

と過
す

ごすことのできる場所
ば し ょ

」（25.6%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「介助者
かいじょしゃ

や

支援者
しえんしゃ

の付
つ

き添
ぞ

い」（16.3%）、「見
み

に行
い

きたいと思
おも

うスポーツや芸 術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

イベントの

開催
かいさい

」（15.6%）などとなっている。 

 

<障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の利用
り よ う

> 

○障 害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

については、「受
う

けていない」が 59.8%、「受
う

けている」が 20.9%と

なっており、「受
う

けている」は知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

（51.1％）や発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

（39.0％）、難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

（27.1％）で多
おお

くなっている。 

○介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスの利用
り よ う

については、「利用
り よ う

している」が 15.5%、「利用
り よ う

していない」が

78.3%となっており、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

では「利用
り よ う

している」（20.9％）が２割
わり

を超
こ

えている。 

○現在
げんざい

利用
り よ う

しているサービスについては、居宅
きょたく

介護
か い ご

（10.1％）、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

（1.3%）、同行
どうこう

援護
え ん ご

（3.0%）、行動
こうどう

援護
え ん ご

（4.1%）、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

（1.3%）、生活
せいかつ

介護
か い ご

（13.5%）、

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（4.7%）、就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

（3.6%）、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（10.7%）、療 養
りょうよう

介護
か い ご

（1.3%）、

就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

（3.2%）、自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（3.6%）、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

（5.3%）、共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（4.9%）、施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

（3.0%）、計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

（8.9%）、地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

（5.8%）、移動
い ど う

支援
し え ん

（13.1%）、日 中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

（5.2％）、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

（2.0％）、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

セ

ンター事業
じぎょう

（4.8％）、補
ほ

装具
そ う ぐ

・日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

（10.2％）となっている。 

○サービスを利用
り よ う

していない回答者
かいとうしゃ

の、今後
こ ん ご

の利用
り よ う

意向
い こ う

については、移動
い ど う

支援
し え ん

（18.8％）、

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

（18.7％）、居宅
きょたく

介護
か い ご

、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

（ともに 17.0％）、日 中
にっちゅう

一次
い ち じ

支援
し え ん

（16.7％）、
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地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

（16.2％）が比較的
ひかくてき

多
おお

くなっている。 

○相談
そうだん

支援
し え ん

を現在
げんざい

利用
り よ う

していない理由
り ゆ う

については、「利用
り よ う

しなくても困
こま

らないから」

（43.6%）が 最
もっと

も多
おお

いが、次
つ

いで、「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」

（26.0%）、「どんなサービスか知
し

らないから」（24.7%）となっており、サービス内容
ないよう

の周知
しゅうち

の不十分
ふじゅうぶん

な 状 況
じょうきょう

もうかがえる。 

 

<相談
そうだん

相手
あ い て

> 

○悩
なや

みや困
こま

ったことを相談
そうだん

する相手
あ い て

については、「家族
か ぞ く

や親
しん

せき」（72.4%）が 最
もっと

も多
おお

く、

次
つ

いで、「友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

」（27.5%）、「かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

」（26.6%）となってい

る。「障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

の民間
みんかん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」（5.0％）、「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

」

（5.0％）に相談
そうだん

する回答者
かいとうしゃ

は少
すく

ない傾向
けいこう

にある。 

○障 害
しょうがい

や福祉
ふ く し

サービス等
とう

に関
かん

する情 報
じょうほう

の 入
にゅう

手先
しゅさき

については、「広報
こうほう

ひらかた」（36.1%）

が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「家族
か ぞ く

や親
しん

せき、友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

」（30.5%）、「インターネット」（24.9%）

となっており、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

・難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

では「家族
か ぞ く

や親
しん

せき、友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

」

（それぞれ 41.7％、46.8％、35.3％）、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

では「かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

」

（30.5％）や「インターネット」（30.1％）が多
おお

くなっている。「障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

セン

ター等
とう

の民間
みんかん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」（3.6％）、「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

」（6.2％）から情 報
じょうほう

を得
え

て

いる回答者
かいとうしゃ

は少
すく

ない傾向
けいこう

にある。 

 

<権利
け ん り

擁護
よ う ご

> 

○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

いをすることについては、この５年間
ねんかん

で「あまり変
か

わら

ないと思
おも

う」（34.9％）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「わからない」（26.0％）となっており、

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

・難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

は「差別
さ 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」（そ

れぞれ 19.2％、22.4％）が比較的
ひかくてき

多
おお

くなっている。 

○障 害
しょうがい

があることで嫌
いや

な思
おも

いをしたり、困
こま

ったりすることがあるかについては、「ある」が

46.0％、「ない」が 40.5％となっている。差別
さ べ つ

を受
う

けていても、社会
しゃかい

通念的
つうねんてき

に「ない」

と感
かん

じさせられている回答者
かいとうしゃ

も含
ふく

むかもしれないことには注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

である。 

○障 害
しょうがい

があることで嫌
いや

な思
おも

いをしたり、困
こま

ったりする場所
ば し ょ

・内容
ないよう

については、学校
がっこう

では

「無視
む し

されたり、仲間
な か ま

はずれにされる」（11.1％）、職場
しょくば

では「障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

してもらえな

かった」（18.3％）、仕事
し ご と

を探
さが

すときでは「障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に 断
ことわ

られた」（9.3％）、外出先
がいしゅつさき

・

余暇
よ か

を楽
たの

しむとき、公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

、病 院
びょういん

等
とう

の医療
いりょう

機関
き か ん

、住
す

んでいる地域
ち い き

では「じろじろ

見
み

られた」（それぞれ 30.6％、25.4％、13.4％、15.4％）が 最
もっと

も多
おお

くなっている。 

○成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

の際
さい

の不安
ふ あ ん

、または利用
り よ う

を 考
かんが

えていない理由
り ゆ う

については、「制度
せ い ど

がよ

くわからない」（30.7%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「本人
ほんにん

に代
か

わって財産
ざいさん

等
とう

を管理
か ん り

できる親族
しんぞく

がいるから」（20.6％）、「後見人
こうけんにん

等
とう

を見
み

ず知
し

らずの人
ひと

がすることに不安
ふ あ ん

があるから」

（13.4%）などとなっている。 
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<災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

等
とう

> 

○地震
じ し ん

等
とう

の災害
さいがい

時
じ

に一人
ひ と り

で避難
ひ な ん

できるかについては、「できる」が 35.9%、「できない」が

35.5%、「わからない」が 20.8%となっており、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

では「できない」（60.9％）

が６割
わり

を超
こ

えている。 

○家族
か ぞ く

が不在
ふ ざ い

の場合
ば あ い

や一人暮
ひ と り ぐ

らしの場合
ば あ い

、災害
さいがい

時
じ

に助
たす

けてくれる人
ひと

はいるかについては、

「いる」が 22.8%、「いない」が 40.7%、「わからない」が 26.0%となっている。 

○災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

や避難
ひ な ん

生活
せいかつ

で困
こま

ることや不安
ふ あ ん

については、「投薬
とうやく

や治療
ちりょう

が受
う

けられない」

（49.6%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の設備
せ つ び

や生活
せいかつ

環 境
かんきょう

が不安
ふ あ ん

」（47.6%）、「コ

ロナウイルス感染症
かんせんしょう

などへの感染
かんせん

が不安
ふ あ ん

」（43.2%）となっている。 

○災害
さいがい

時
じ

に自宅
じ た く

で過
す

ごせなくなった場合
ば あ い

の対処
たいしょ

については、「避難所
ひなんじょ

で過
す

ごす」（34.4%）

が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「障 害
しょうがい

の施設
し せ つ

で過
す

ごせるよう探
さが

す」（11.2%）、「避難所
ひなんじょ

で過
す

ごせ

ないので、車
くるま

の中
なか

や公園
こうえん

などで過
す

ごす」（8.9%）、「遠方
えんぽう

の知
し

り合
あ

いを探
さが

す」（6.9%）と

なっている一方
いっぽう

で、「わからない」（26.2%）という回答
かいとう

も多
おお

くみられる。発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

で

は「避難所
ひなんじょ

で過
す

ごせないので、 車
くるま

の中
なか

や公園
こうえん

などで過
す

ごす」（16.9％）が多
おお

くなってい

る。 

○避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

にあれば、役
やく

に立
た

つ、障 害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

していると思
おも

われる品物
しなもの

については、

「自分
じ ぶ ん

だけの空間
くうかん

を作
つく

れる簡易
か ん い

な装置
そ う ち

」（55.5%）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「何
なん

らかの支援
し え ん

が必要
ひつよう

なことがわかるカード、バンダナなど」（21.7%）、「 車
くるま

いすで使用
し よ う

できるトイレ」

（20.0%）、「騒音
そうおん

、雑音
ざつおん

を遮断
しゃだん

する耳
みみ

あて」（16.6%）、「避難所
ひなんじょ

での連絡
れんらく

事項
じ こ う

などが文字
も じ

により伝
つた

えられる装置
そ う ち

」（16.0%）となっている。 

○新型
しんがた

コロナウイルスなどの感染症
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

じたことについて

は、45.7％が不安
ふ あ ん

を感
かん

じており、難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

では５割
わり

以上
いじょう

が不安
ふ あ ん

を感
かん

じている。具体的
ぐたいてき

な

不安
ふ あ ん

については、「外 出
がいしゅつ

ができなかった」（52.1％）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「介助者
かいじょしゃ

との

感染
かんせん

対策
たいさく

」（31.6％）、「感染
かんせん

に関
かん

することへの理解
り か い

が 難
むずか

しい、わからない」（27.2％）

などとなっている。 
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（２）サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

アンケート 

 

■調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

概要
がいよう

 

１）調査
ちょうさ

の趣旨
し ゅ し

 

次期
じ き

計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

状 況
じょうきょう

・

ニーズ、今後
こ ん ご

の事業
じぎょう

展開
てんかい

の意向
い こ う

などを把握
は あ く

し、計画
けいかく

策定
さくてい

および施策
し さ く

推進
すいしん

の基礎
き そ

資料
しりょう

として活用
かつよう

するため、枚方市
ひらかたし

の障害者
しょうがいしゃ

へサービスを提 供
ていきょう

する事業所
じぎょうしょ

に記名
き め い

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。 

 

２）調査
ちょうさ

実施
じ っ し

概要
がいよう

 

調査
ちょうさ

対 象
たいしょう

   ：枚方市
ひ ら か た し

在 住
ざいじゅう

の障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）を対 象
たいしょう

に障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを提 供
ていきょう

している事業所
じぎょうしょ

 

調査
ちょうさ

方法
ほうほう

   ：郵送
ゆうそう

による配布
は い ふ

・回 収
かいしゅう

 

調査
ちょうさ

基準
きじゅん

日
び

  ：令和
れ い わ

２年
ねん

７月
がつ

１日
にち

 

調査
ちょうさ

実施
じ っ し

期間
き か ん

 ：令和
れ い わ

２年
ねん

７月
がつ

17日
にち

～８月
がつ

７日
にち

 

実施
じ っ し

（発送
はっそう

）数
すう

：300事業所
じぎょうしょ

 

 

３）回 収
かいしゅう

結果
け っ か

 

回収数
かいしゅうすう

    ：214（回収率
かいしゅうりつ

71.3％） 

 

 

■調査
ちょうさ

結果
け っ か

のポイント 

<提 供
ていきょう

しているサービス> 

○枚方
ひらかた

市内
し な い

の事業所
じぎょうしょ

における枚方
ひらかた

市内
し な い

の障害者
しょうがいしゃ

の実利用
じつりよう

人数
にんずう

占有率
せんゆうりつ

（81.5％）・利用量
りようりょう

占有率
せんゆうりつ

（76.1％）は高
たか

いが、サービスによっては、市外
し が い

の方
かた

の利用
り よ う

もサービス 量
りょう

として

決
けっ

して少
すく

なくなく、とくに、「施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

」（市外
し が い

の方
かた

の実利用
じつりよう

人数
にんずう

占有率
せんゆうりつ

73.0％、

利用量
りようりょう

占有率
せんゆうりつ

72.8％）、「就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（A型
がた

）」（市外
し が い

の方
かた

の実利用
じつりよう

人数
にんずう

占有率
せんゆうりつ

56.6％、

利用量
りようりょう

占有率
せんゆうりつ

35.9％）、「生活
せいかつ

介護
か い ご

」（市外
し が い

の方
かた

の実利用
じつりよう

人数
にんずう

占有率
せんゆうりつ

34.1％、利用量
りようりょう

占有率
せんゆうりつ

48.9％）などで多
おお

くなっている。 

 

<提 供
ていきょう

しているサービスごとの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

と今後
こ ん ご

の対策
たいさく

> 

○提 供
ていきょう

しているサービスごとの利用者
りようしゃ

ニーズの増減
ぞうげん

については、「増
ふ

えている」が多
おお

いサー

ビスは短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

（72.7%）、グループホーム（70.0%）、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

（57.9%）、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス（52.8%）、行動
こうどう

援護
え ん ご

・自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

）・保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

（50.0%）

などとなっている。 

○今後
こ ん ご

の対応
たいおう

については、ある程度
て い ど

の件数
けんすう

のあるサービス（居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ）、重度
じゅうど
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訪問
ほうもん

介護
か い ご

、同行
どうこう

援護
え ん ご

、生活
せいかつ

介護
か い ご

、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（B型
がた

）、グループホーム、移動
い ど う

支援
し え ん

、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス）では「対策
たいさく

なし」が 最
もっと

も多
おお

くなっている。 

 

<新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の影 響
えいきょう

> 

○サービス提 供
ていきょう

をする上
うえ

で困
こま

ったことについては、「物資
ぶ っ し

（衛生
えいせい

用品
ようひん

等
とう

）の確保
か く ほ

」（85.0％）

が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「衛生
えいせい

管理
か ん り

（感染
かんせん

対策
たいさく

）」（79.0％）となっている。 

○障 害
しょうがい

サービスの利用
り よ う

の変化
へ ん か

については、「利用量
りようりょう

が減 少
げんしょう

した」（52.8％）が 最
もっと

も多
おお

くな

っているが、一方
いっぽう

で、「特
とく

に変
か

わりはない」（29.0％）という事業所
じぎょうしょ

も約
やく

３割
わり

ある。 

 

<緊 急
きんきゅう

利用
り よ う

の受
う

け入
い

れ実績
じっせき

と今後
こ ん ご

の対応
たいおう

状 況
じょうきょう

> 

○緊 急
きんきゅう

利用
り よ う

について、過去
か こ

１年間
ねんかん

の受
う

け入
い

れ実績
じっせき

有
あ

りは居宅
きょたく

介護
か い ご

で 41.7％、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

で

25.0％となっている。 

○受
う

け入
い

れ曜日
よ う び

・時間帯
じかんたい

については、居宅
きょたく

介護
か い ご

では「平日
へいじつ

の日 中
にっちゅう

」（86.7％）、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

では「平日
へいじつ

の早 朝
そうちょう

・夜間
や か ん

」（80.0％）がそれぞれ 最
もっと

も多
おお

くなっている。 

○今後
こ ん ご

の緊 急
きんきゅう

利用
り よ う

の対応
たいおう

については、居宅
きょたく

介護
か い ご

では「曜日
よ う び

・時間帯
じかんたい

によっては受
う

け入
い

れ可能
か の う

」

（60.7％）、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

では「わからない」（46.2％）がそれぞれ 最
もっと

も多
おお

くなっている。 

 

<今後
こ ん ご

の利用者
りようしゃ

ニーズの増加
ぞ う か

等
とう

に対応
たいおう

するための対策
たいさく

> 

○利用者
りようしゃ

の増加
ぞ う か

等
とう

に対応
たいおう

するための対策
たいさく

については、「人材
じんざい

確保
か く ほ

のための支援
し え ん

や情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

」

（70.1％）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「施設
し せ つ

・設備
せ つ び

整備
せ い び

への支援
し え ん

」（41.6％）、「利用者
りようしゃ

の受入増
うけいれぞう

に対
たい

する支援
し え ん

」（37.9％）、「職 員
しょくいん

研 修
けんしゅう

のための支援
し え ん

」（37.4％）などとなっている 

 

<事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

状 況
じょうきょう

> 

○事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

状 況
じょうきょう

については、「運営
うんえい

を開始
か い し

してから４年
ねん

たっていない」（22.9％）が

最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「活発
かっぱつ

になった」（21.5％）、「やや活発
かっぱつ

になった」（21.0％）で、約
やく

４割
わり

が活発
かっぱつ

になったと回答
かいとう

している。 

 

■アンケートで出
だ

された主
おも

な意見
い け ん

 

<自由
じ ゆ う

意見
い け ん

> 

○「生 涯
しょうがい

を通
つう

じて安心
あんしん

できるサービスの確保
か く ほ

と提 供
ていきょう

」、「身近
み ぢ か

でわかりやすい相談
そうだん

窓口
まどぐち

とき

め 細
こまや

かな情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

」についての意見
い け ん

が、前回
ぜんかい

平成
へいせい

29年
ねん

調査
ちょうさ

と同様
どうよう

に多
おお

くあげられた。 

○今回
こんかい

調査
ちょうさ

では、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

に関連
かんれん

して、「障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

できるまち

づくり」についての意見
い け ん

が多
おお

くあげられた。感染症
かんせんしょう

の発生
はっせい

にともなう事業
じぎょう

の 休 業
きゅうぎょう

や

利用者
りようしゃ

の利用
り よ う

困難
こんなん

についても指摘
し て き

された。 

〇その他
た

、人材
じんざい

の確保
か く ほ

や情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

、事
じ

業者間
ぎょうしゃかん

・行 政
ぎょうせい

との連携
れんけい

についての意見
い け ん

が、複数
ふくすう

の

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

から指摘
し て き

された。 



第
だい

９節
せつ

 計画
けいかく

策定
さくてい

に係
かか

るアンケート調査
ちょうさ

等
とう

の実施
じ っ し

概要
がいよう

と結果
け っ か

 

163 

資料編
しりょうへん

 

資
料
編

し
り
ょ
う
へ
ん 

（３）関係
かんけい

団体
だんたい

アンケート 

 

■調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

概要
がいよう

 

１）調査
ちょうさ

の趣旨
し ゅ し

 

次期
じ き

計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の運営
うんえい

状 況
じょうきょう

・ニーズなどを把握
は あ く

し、計画
けいかく

策定
さくてい

お

よび施策
し さ く

推進
すいしん

の基礎
き そ

資料
しりょう

として活用
かつよう

するため、障害者
しょうがいしゃ

を支援
し え ん

する団体
だんたい

に記名
き め い

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しま

した。 

 

２）調査
ちょうさ

実施
じ っ し

概要
がいよう

 

調査
ちょうさ

対 象
たいしょう

   ：ラポールひらかた登録
とうろく

団体
だんたい

のうち障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

 

調査
ちょうさ

方法
ほうほう

   ：直 接
ちょくせつ

配布
は い ふ

・郵送
ゆうそう

による配布
は い ふ

、郵送
ゆうそう

による回 収
かいしゅう

 

調査
ちょうさ

基準
きじゅん

日
び

  ：令和
れ い わ

２年
ねん

７月
がつ

１日
にち

 

調査
ちょうさ

実施
じ っ し

期間
き か ん

 ：令和
れ い わ

２年
ねん

７月
がつ

21日
にち

～８月
がつ

７日
にち

 

実施
じ っ し

（発送
はっそう

）数
すう

：63団体
だんたい

 

 

３）回 収
かいしゅう

結果
け っ か

 

回収数
かいしゅうすう

    ：38（回収率
かいしゅうりつ

60.3％） 

 

 

■アンケートで出
だ

された主
おも

な意見
い け ん

 

<団体
だんたい

の活動
かつどう

状 況
じょうきょう

> 

○団体
だんたい

の活動
かつどう

状 況
じょうきょう

をみると、「４年前
ねんまえ

とほぼ変
か

わらない」（17件
けん

）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、

「やや活発
かっぱつ

でなくなった」（８件
けん

）、「やや活発
かっぱつ

になった」（７件
けん

）となっている。「活発
かっぱつ

に

なった」との回答
かいとう

は０件
けん

だった。 

 

<市民
し み ん

啓発
けいはつ

及
およ

び地域
ち い き

との交 流
こうりゅう

の推進
すいしん

> 

○市
し

民
みん

啓発
けいはつ

及
およ

び地域
ち い き

との交 流
こうりゅう

の推進
すいしん

において、特
とく

に取
と

り組
く

むべき施策
し さ く

として、「教 育
きょういく

・

啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

の推進
すいしん

」（14件
けん

）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「地域
ち い き

交 流
こうりゅう

の推進
すいしん

と居場所
い ば し ょ

づく

り」（10件
けん

）となっている。 

○主
おも

な意見
い け ん

としては、優生
ゆうせい

思想的
しそうてき

な背景
はいけい

のある事件
じ け ん

への危惧
き ぐ

や、地域
ち い き

との交 流
こうりゅう

の活発化
かっぱつか

に

よる理解
り か い

の推進
すいしん

などについて複数
ふくすう

の意見
い け ん

があげられた。 

 

<障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

できるまちづくり> 

○障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

できるまちづくりにおいて、特
とく

に取
と

り組
く

むべき施策
し さ く

として、「災害
さいがい

時
じ

を想定
そうてい
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した避難
ひ な ん

方法
ほうほう

等
とう

の確立
かくりつ

」（13件
けん

）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「公 共
こうきょう

交通
こうつう

及
およ

び道路
ど う ろ

の改善
かいぜん

など

アクセシビリティの確保
か く ほ

」「住
す

まいの確保
か く ほ

と改善
かいぜん

」（ともに７件
けん

）となっている。 

○主
おも

な意見
い け ん

としては、災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

の事前
じ ぜ ん

準備
じゅんび

の必要性
ひつようせい

や、グループホームの運営
うんえい

方針
ほうしん

など

について複数
ふくすう

の意見
い け ん

があげられた。 

 

<障害児
しょうがいじ

施策
し さ く

の充 実
じゅうじつ

> 

○障害児
しょうがいじ

施策
し さ く

の充 実
じゅうじつ

において、特
とく

に取
と

り組
く

むべき施策
し さ く

として、「障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

等
とう

への

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

」（８件
けん

）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「教 育
きょういく

相談
そうだん

、進路
し ん ろ

指導
し ど う

の充 実
じゅうじつ

」（７件
けん

）と

なっている。 

○主
おも

な意見
い け ん

としては、切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

などについて複数
ふくすう

の意見
い け ん

があげられた。 

 

<生 涯
しょうがい

を通
つう

じて安心
あんしん

できるサービスの確保
か く ほ

と提 供
ていきょう

> 

○生 涯
しょうがい

を通
つう

じて安心
あんしん

できるサービスの確保
か く ほ

と提 供
ていきょう

において、特
とく

に取
と

り組
く

むべき施策
し さ く

とし

て、「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

と質
しつ

の向 上
こうじょう

」（15件
けん

）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、

「医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

」（12件
けん

）となっている。 

○主
おも

な意見
い け ん

としては、人材
じんざい

確保
か く ほ

の必要性
ひつようせい

や、地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

などについて複数
ふくすう

の

意見
い け ん

があげられた。 

 

<就 労
しゅうろう

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

> 

○就 労
しゅうろう

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

において、特
とく

に取
と

り組
く

むべき施策
し さ く

として、「障害者
しょうがいしゃ

の

雇用
こ よ う

機会
き か い

の創 出
そうしゅつ

」（11件
けん

）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「就 労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

」「スポ

ーツ・レクリエーション活動
かつどう

への支援
し え ん

」（ともに７件
けん

）となっている。 

○主
おも

な意見
い け ん

としては、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

を支援
し え ん

するサポートの必要性
ひつようせい

や、将 来
しょうらい

の生活
せいかつ

の安定
あんてい

を視野
し や

に入
い

れた対策
たいさく

などについて複数
ふくすう

の意見
い け ん

があげられた。 

 

<身近
み ぢ か

でわかりやすい相談
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

> 

○身近
み ぢ か

でわかりやすい相談
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

において、特
とく

に取
と

り組
く

む

べき施策
し さ く

として、「相談
そうだん

・支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

」（14件
けん

）が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、「情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の推進
すいしん

」

「差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みの推進
すいしん

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

への対応
たいおう

）」（ともに８件
けん

）

となっている。 

○主
おも

な意見
い け ん

としては、情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の課題
か だ い

や、差別
さ べ つ

や虐 待
ぎゃくたい

を防
ふせ

ぐための啓発
けいはつ

の必要性
ひつようせい

な

どについて複数
ふくすう

の意見
い け ん

があげられた。 

 

<人材
じんざい

の確保
か く ほ

> 

○人材
じんざい

の確保
か く ほ

については、主
おも

な意見
い け ん

として、若
わか

い世
せ

代
だい

に障 害
しょうがい

支援
し え ん

活動
かつどう

に興味
きょうみ

を持
も

ってもら

うための取
と

り組
く

みや、資金
し き ん

確保
か く ほ

の必要性
ひつようせい

などについて複数
ふくすう

の意見
い け ん

があげられた。 
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<支援
し え ん

の届
とど

きにくい人
ひと

たちの把握
は あ く

> 

○支援
し え ん

の届
とど

きにくい人
ひと

たちの把握
は あ く

については、主
おも

な意見
い け ん

として、教 育
きょういく

機関
き か ん

や医療
いりょう

と 協 力
きょうりょく

した情 報
じょうほう

の把握
は あ く

や、相談先
そうだんさき

を周知
しゅうち

して相談
そうだん

に来
き

てもらう取
と

り組
く

みなどについて複数
ふくすう

の

意見
い け ん

があげられた。 

 

<新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の影 響
えいきょう

> 

○新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の影 響
えいきょう

については、主
おも

な意見
い け ん

として、活動
かつどう

やイベントの

中止
ちゅうし

・縮 小
しゅくしょう

の 状 況
じょうきょう

や、居場所
い ば し ょ

の確保
か く ほ

の困難
こんなん

による精神的
せいしんてき

負担
ふ た ん

などについて複数
ふくすう

の意見
い け ん

があげられた。 

 

<自由
じ ゆ う

意見
い け ん

> 

○自由
じ ゆ う

意見
い け ん

としては、新型
しんがた

コロナウイルス対策
たいさく

などに関
かか

わる行 政
ぎょうせい

の情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の要望
ようぼう

や、

行 政
ぎょうせい

との意見
い け ん

交換
こうかん

の場
ば

の必要性
ひつようせい

などについて複数
ふくすう

の意見
い け ん

があげられた。 

 

■障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

サービスについて出
だ

された主
おも

な意見
い け ん

 

<不満
ふ ま ん

な点
てん

や利用
り よ う

しづらい点
てん

> 

○サービスの区分
く ぶ ん

ごとにあげられた「不満
ふ ま ん

な点
てん

や利用
り よ う

しづらい点
てん

」をみると、居 住
きょじゅう

系
けい

サー

ビス、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

についての意見
い け ん

が、前回
ぜんかい

平成
へいせい

29年
ねん

調査
ちょうさ

と同様
どうよう

に多
おお

くあげられた。 

○とくに、グループホームの整備
せ い び

の必要性
ひつようせい

や、発達
はったつ

障 害
しょうがい

など障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

する必要性
ひつようせい

な

どが複数
ふくすう

指摘
し て き

された。 

 

<こんなサービスがあればよいと思
おも

うこと> 

○サービスの区分
く ぶ ん

ごとにあげられた「こんなサービスがあればよいと思
おも

うこと」をみると、

訪問
ほうもん

系
けい

サービス、居 住
きょじゅう

系
けい

サービスについての意見
い け ん

が多
おお

くあげられた。 

○とくに、緊 急
きんきゅう

時
じ

に利用
り よ う

できるサービスや、送迎
そうげい

など人材
じんざい

の補助
ほ じ ょ

が複数
ふくすう

指摘
し て き

された。 

 

<その他
た

の補足
ほ そ く

意見
い け ん

> 

○サービスの区分
く ぶ ん

ごとにあげられた「その他
た

の補足
ほ そ く

意見
い け ん

」をみると、訪問
ほうもん

系
けい

サービス、居 住
きょじゅう

系
けい

サービスについての意見
い け ん

が、前回
ぜんかい

平成
へいせい

29年
ねん

調査
ちょうさ

と同様
どうよう

に多
おお

くあげられた。 

○とくに、施設
し せ つ

の不足
ふ そ く

や、支援者
しえんしゃ

の質
しつ

の向 上
こうじょう

の必要性
ひつようせい

などが複数
ふくすう

指摘
し て き

された。 
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（４）市民
し み ん

意見
い け ん

聴 取
ちょうしゅ

概要
がいよう

 

 

本市
ほ ん し

ホームページに計画
けいかく

素案
そ あ ん

を掲載
けいさい

し、ｅ-アンケートシステム、郵便
ゆうびん

、ＦＡＸで意見
い け ん

を受
う

け付
つ

けました。 

また、市
し

窓口
まどぐち

などでの意見
い け ん

募集
ぼしゅう

についても実施
じ っ し

し、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

、各支所
かくししょ

、各生涯
かくしょうがい

学 習
がくしゅう

市民
し み ん

センター、青少年
せいしょうねん

センター、各障害者
かくしょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の市内
し な い

20 か所
しょ

に計画
けいかく

素案
そ あ ん

、意見
い け ん

提 出
ていしゅつ

用紙
よ う し

を設置
せ っ ち

して、意見
い け ん

回収箱
かいしゅうばこ

への投函
とうかん

により意見
い け ん

を受
う

け付
つ

けました。 

なお、ルビ版
ばん

についてはすべての窓口
まどぐち

に設置
せ っ ち

し、点字版
てんじばん

については、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

及
およ

び

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

（障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センターわらしべ及
およ

びパーソナルサポートひらか

た）に設置
せ っ ち

しました。 

 

１）調査
ちょうさ

実施
じ っ し

概要
がいよう

 

意見
い け ん

募集
ぼしゅう

期間
き か ん

 ：令和
れ い わ

２年
ねん

12月
がつ

16日
にち

（水
すい

）から令和
れ い わ

３年
ねん

１月
がつ

８日
にち

（金
きん

） 

意見
い け ん

提出者数
ていしゅつしゃすう

 ：14人
にん

、２団体
だんたい

 

延
の

べ意見
い け ん

件数
けんすう

 ：41件
けん

  

内
うち

、公 表
こうひょう

する意見
い け ん

件数
けんすう

13件
けん

 

意見
い け ん

提 出
ていしゅつ

方法
ほうほう

 ：意見
い け ん

回収箱
かいしゅうばこ

27件
けん

、ｅ-アンケートシステム０件
けん

、ファックス 10件
けん

、 

持参
じ さ ん

４件
けん

 

 

 

■市民
し み ん

意見
い け ん

聴 取
ちょうしゅ

での主
おも

な意見
い け ん

 

素案
そ あ ん

該当
がいとう

部分
ぶ ぶ ん

 
意見
い け ん

概要
がいよう

 意見
い け ん

に対
たい

する 考
かんが

え方
かた

 
計画
けいかく

 章
しょう

 節
せつ

 細
さい

節
せつ

 施策
し さ く

等
とう

 頁
ぺーじ

 

障 害
しょうがい

 

者計
しゃけい

 

画
かく

 

4 2 1 

公
こう

共
きょう

施
し

設
せつ

の

整
せい

備
び

等
とう

 

32 

枚方市駅
ひらかたしえき

に主
しゅ

となる

エレベーターと下
くだ

りエ

スカレーター、ホーム

には転落
てんらく

防止
ぼ う し

柵
さく

を設置
せ っ ち

してほしい。また、ハ

ード面
めん

のバリアだけで

なく、心
こころ

のバリアにも

指導
し ど う

をお願
ねが

いしたい。 

P35 に記載
き さ い

しているとお

り、引
ひ

き続
つづ

き「枚方市
ひらかたし

交通
こうつう

バリ

アフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

」などに基
もと

づ

き、公 共
こうきょう

施設
し せ つ

や公園
こうえん

、道路
ど う ろ

な

どが、障 害
しょうがい

のある人
ひと

を含
ふく

めた

すべての人
ひと

に住
す

みよく、居心地
い ご こ ち

のよいまちづくりを進
すす

めます。 

また、P36 に記載
き さ い

している

とおり、 心
こころ

のバリアフリーを

推進
すいしん

するために、「ともに学
まな

び、

ともに育
そだ

つ」保育
ほ い く

、教 育
きょういく

を継続
けいぞく

して進
すす

めることが必要
ひつよう

である

としています。 
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素案
そ あ ん

該当
がいとう

部分
ぶ ぶ ん

 
意見
い け ん

概要
がいよう

 意見
い け ん

に対
たい

する 考
かんが

え方
かた

 
計画
けいかく

 章
しょう

 節
せつ

 細
さい

節
せつ

 施策
し さ く

等
とう

 頁
ぺーじ

 

障 害
しょうがい

 

者計
しゃけい

 

画
かく

 

4 2 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

 

36 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービ

スについて理学
り が く

療法士
りょうほうし

の位置
い ち

づけはどのよう

になっているのでしょ

う か 。 事実上
じじつじょう

必要
ひつよう

な

訓練
くんれん

が 行
おこな

われている

のか、資格
し か く

を持
も

ってい

るものが 携
たずさ

わってい

るのか知
し

りたいです。 

機能
き の う

訓練
くんれん

を 行
おこな

う際
さい

には機能
き の う

訓練
くんれん

担当
たんとう

職 員
しょくいん

を配置
は い ち

すること

となっています。 

障 害
しょうがい

 

者計
しゃけい

 

画
かく

 

4 2 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

 

36 

「 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
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。」とあるが、積極的
せっきょくてき

に 教 室
きょうしつ

の利用
り よ う

を 促
うなが

し、又
また

、利用
り よ う

が途絶
と だ

え

た親子
お や こ

へのフォローも

手厚
て あ つ

くしてほしい。 

P38 にも記載
き さ い

しているとお

り、子
こ

どもと保護者
ほ ご し ゃ

への発達
はったつ

相談
そうだん

や療 育
りょういく

と医療
いりょう

の連携
れんけい

を図
はか

り、育児
い く じ

支援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

させると

ともに、子
こ

どもの健
すこ

やかな

成 長
せいちょう

や発達
はったつ

を支援
し え ん

するよう努
つと

めます。 

障 害
しょうがい

 

者計
しゃけい

 

画
かく

 

4 2 3 

災害
さいがい

対策
たいさく

 

42 

災害
さいがい

時
じ

、一人暮
ひ と り ぐ

らし

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、声掛
こ え か

けをして一緒
いっしょ

に避難
ひ な ん

し

てほしい。 

P46 にも記載
き さ い

しているとお

り、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

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

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。 

障 害
しょうがい

 

者計
しゃけい

 

画
かく

 

4 2 3 

災害
さいがい

対策
たいさく

 

42 

福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の充 実
じゅうじつ

・

生活
せいかつ

の場
ば

となるための

配慮
はいりょ

をし、しっかりし

た医療
いりょう

体制
たいせい

を 整
ととの

えて

ほしい。また、避難所
ひなんじょ

での 感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

はど

のようになっているの

か。災害
さいがい

時
じ

、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

を利用
り よ う

できない 状 況
じょうきょう

になった場合
ば あ い

について

も不安
ふ あ ん

があります。 

P45 の施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

にまとめさせていただいてお

ります。 
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素案
そ あ ん

該当
がいとう

部分
ぶ ぶ ん

 
意見
い け ん

概要
がいよう

 意見
い け ん

に対
たい

する 考
かんが

え方
かた

 
計画
けいかく

 章
しょう

 節
せつ

 細
さい

節
せつ

 施策
し さ く

等
とう

 頁
ぺーじ

 

障 害
しょうがい

 

者計
しゃけい

 

画
かく

 

4 3 1 

緊
きん

急
きゅう

時
じ

の 対
たい

応
おう

 

54 

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

では

緊 急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

につい

てどのような協議
きょうぎ

が

行
おこな

われているのか。ま

た、親
おや

亡
な

き後
あと

の問題
もんだい

を

どのように解決
かいけつ

できる

のでしょうか。サービ

ス事業所
じぎょうしょ

はたくさんあ

るが、人材
じんざい

不足
ぶ そ く

・能 力
のうりょく

不足
ぶ そ く

であると感
かん

じま

す。 

P55 に記載
き さ い

しているとお

り、「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

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

」

「地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり」など

相同的
そうどうてき

な機能
き の う

を有
ゆう

する、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

を引
ひ

き続
つづ

き検討
けんとう

し、それぞれの地域
ち い き

、

障 害
しょうがい

特性
とくせい

のニーズに細
こま

やかに

対応
たいおう

する観点
かんてん

から、各機能
かくきのう

を１

か所
しょ

に 集 約
しゅうやく

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、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

での議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえて推進
すいしん

していきます。 

障 害
しょうがい

 

者計
しゃけい

 

画
かく

 

4 4 1 

就
しゅう

労
ろう

に 向
む

け

た支
し

援
えん

 

60 

昨年
さくねん

新型
しんがた

コロナウイ

ルス感染
かんせん

のため、工賃
こうちん

収 入
しゅうにゅう

が 減 少
げんしょう

しまし

た。就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

B型
がた

の支援
し え ん

を強化
きょうか

してほし

い。また、チャレンジ

雇用
こ よ う

や 一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

も拡 充
かくじゅう

してほしい。 

P42 に記載
き さ い

しているとお

り 、 一定
いってい

工賃
こうちん

が 減 少
げんしょう

し た

事業所
じぎょうしょ

に対
たい

しては、市
し

独自
ど く じ

補助
ほ じ ょ

金
きん

の交付
こ う ふ

を実施
じ っ し

しました。 

P64 に記載
き さ い

しているとお

り、チャレンジ雇用
こ よ う

制度
せ い ど

も継続
けいぞく

して実施
じ っ し

していきます。 

P87 に記載
き さ い

しているとお

り、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

B型
がた

におけ

る工賃
こうちん

については一定
いってい

目 標
もくひょう

を

掲
かか

げ、取
と

り組
く

んでいるところで

す。 
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概要
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 意見
い け ん
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え方
かた

 
計画
けいかく

 章
しょう

 節
せつ

 細
さい

節
せつ

 施策
し さ く

等
とう

 頁
ぺーじ

 

障 害
しょうがい

 

者計
しゃけい

 

画
かく

 

4 5 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

 

74 

悩
なや

みや困
こま

ったことを

相談
そうだん

する相手
あ い て

が家族
か ぞ く

や

親
しん

せきが多
おお

く、なぜ

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

セ ン

ターや基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

セ

ンター、民間
みんかん

・ 行 政
ぎょうせい

相談
そうだん

窓口
まどぐち

が少
すく

ないの

か。自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

が

発足
ほっそく

し 、 社会
しゃかい

資源
し げ ん

の

確保
か く ほ

はされているので

しょうか。 

P74 に記載
き さ い

しているとお

り、アンケート結果
け っ か

から、相談
そうだん

支援
し え ん

セ ン タ ー 及
およ

び 基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの周知
しゅうち

を一層
いっそう

進
すす

めるとともに、計画
けいかく

相談
そうだん

を 行
おこな

う特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

におい

ても、一般的
いっぱんてき

な相談
そうだん

も 行
おこな

って

おります。 

P76 に記載
き さ い

しているとお

り、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

にお

いて、相談
そうだん

支援
し え ん

センターなどの

地域
ち い き

のさまざまな関係
かんけい

機関
き か ん

が

協議
きょうぎ

し、情 報
じょうほう

を共 有
きょうゆう

すること

によって、それぞれの機関
き か ん

での

相談
そうだん

への対応
たいおう

をより充 実
じゅうじつ

した

内容
ないよう

にできるよう取
と

り組
く

みま

す。 

障 害
しょうがい

 

福祉
ふ く し

 

計画
けいかく

 

5 5 3 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

（ ４ ） 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

102 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

のわか

りやすく、具体的
ぐたいてき

な

利用
り よ う

方法
ほうほう

の周知
しゅうち

をして

ほしい。 

P27 に記載
き さ い

しているとお

り、本市
ほ ん し

では、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に

「 枚方市
ひらかたし

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、取組
とりくみ

内容
ないよう

を記載
き さ い

し、 行 政
ぎょうせい

の担当
たんとう

各課
か く か

や社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などが、

市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の養成
ようせい

や地域
ち い き

連携
れんけい

ネットワークの構築
こうちく

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の広報
こうほう

・啓発
けいはつ

などに連携
れんけい

し

て取
と

り組
く

むものとします。 

障 害
しょうがい

 

福祉
ふ く し

 

計画
けいかく

 

5 5 3 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

（ ５ ） 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

103 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

にも

っと 力
ちから

を入
い

れてほし

い。 

P52 に記載
き さ い

しているとお

り、手話
し ゅ わ

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

・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、奉仕員
ほうしいん

の

裾野
す そ の

を広
ひろ

げ、有
ゆう

資格者
しかくしゃ

の拡大
かくだい

を

目
め

ざしています。 
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該当
がいとう

部分
ぶ ぶ ん

 
意見
い け ん

概要
がいよう

 意見
い け ん

に対
たい

する 考
かんが

え方
かた

 
計画
けいかく

 章
しょう

 節
せつ

 細
さい

節
せつ

 施策
し さ く

等
とう

 頁
ぺーじ

 

障 害
しょうがい

 

福祉
ふ く し

 

計画
けいかく

 

5 5 3 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

（８）移
い

動
どう

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

 

障
しょう

害
がい

児
じ

通
つう

学
がく

支
しえん

援 123 

障
しょう

害
がい

児
じ

通
つう

学
がく

支
し

援
えん

の

指
し

定
てい

を受
う

けている事
じ

業
ぎょう

所
しょ

が少
すく

ない。高齢
こうれい

の

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

等
とう

にも周知
しゅうち

し、

障 害
しょうがい

の あ る 児童
じ ど う

が

安心
あんしん

して通学
つうがく

できるこ

の制度
せ い ど

をより活
い

かして

ほしい。 

P107 に記載
き さ い

しているとお

り、ガイドヘルパー養成
ようせい

研 修
けんしゅう

等
とう

を開催
かいさい

し、それぞれの障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

したヘルパーを

育成
いくせい

するなど、質
しつ

の高
たか

いサービ

スが提 供
ていきょう

できる環 境
かんきょう

づくり

に努
つと

めます。 

また、障害児
しょうがいじ

通学
つうがく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の

従事
じゅうじ

するヘルパーの育成
いくせい

研 修
けんしゅう

を 柔 軟
じゅうなん

に 行
おこな

うなどして、

従事者
じゅうじしゃ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

その 

他
た

 
— — — 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

 

— 

聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

専用
せんよう

の

サロンなど交 流
こうりゅう

の場
ば

を設
もう

けてほしい。 

P108に記載
き さ い

している、基幹
き か ん

相談
そうだん

センターや地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターⅠ型
がた

の活動
かつどう

において、

聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

サロンを実施
じ っ し

し

ているところもあります。 

その 

他
た

 
— — — 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

 

— 

市立
し り つ

ひらかた 病 院
びょういん

に手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を設置
せ っ ち

し

てほしい。 

P73 に記載
き さ い

しているとお

り、令和
れ い わ

２年度
ね ん 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

ト端末
たんまつ

を用
もち

いた遠隔
えんかく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

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

においても、

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。 
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用
よう

語
ご

 解
かい

説
せつ

 

【アルファベット】 

ＩＣＴ Information & Communication Technology（情 報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）の

略
りゃく

で、コンピュータやインターネット技術
ぎじゅつ

の総 称
そうしょう

。特
とく

に公 共
こうきょう

サービス

の分野
ぶ ん や

で使用
し よ う

。 

ＱＯＬ Quality Of Life の 略
りゃく

で「生活
せいかつ

の質
しつ

」の意味
い み

。生活者
せいかつしゃ

の満足感
まんぞくかん

・安定感
あんていかん

・

幸福感
こうふくかん

を規定
き て い

している諸要因
しょよういん

の質
しつ

。 

【あ行
ぎょう

】 

新
あたら

しい生活
せいかつ

様式
ようしき

 新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

をはじめとする各種
かくしゅ

の感染症
かんせんしょう

の拡大
かくだい

を、

長期間
ちょうきかん

にわたって防
ふせ

ぐために、飛沫
ひ ま つ

感染
かんせん

や接 触
せっしょく

感染
かんせん

、近
きん

距離
き ょ り

での会話
か い わ

へ

の対策
たいさく

を、従 来
じゅうらい

の生活
せいかつ

では考慮
こうりょ

しなかったような場
ば

においても日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に定 着
ていちゃく

させ、持続
じ ぞ く

させること。 

一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

などで就 労
しゅうろう

する「福祉
ふ く し

就 労
しゅうろう

」に対
たい

し、一般
いっぱん

企業
きぎょう

と雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

んで 就
しゅう

労
ろう

することで、在宅
ざいたく

就 労
しゅうろう

や起業
きぎょう

なども含
ふく

む。 

医療的
いりょうてき

ケア たんの吸 引
きゅういん

や鼻
はな

などから管
くだ

を通
とお

して栄養剤
えいようざい

を送
おく

る経管
けいかん

栄養
えいよう

など、在宅
ざいたく

で家族
か ぞ く

などが日常的
にちじょうてき

に 行
おこな

っている医療的
いりょうてき

介助
かいじょ

行為
こ う い

で、医師法上
いしほうじょう

の「医療
いりょう

行為
こ う い

」とは区別
く べ つ

。 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

 人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

やたんの吸 引
きゅういん

、胃
い

ろうによる栄養
えいよう

の 注 入
ちゅうにゅう

などの生活
せいかつ

支援
し え ん

が日常的
にちじょうてき

に必要
ひつよう

な子
こ

ども。 

【か行
ぎょう

】 

ガイドヘルパー 重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が外 出
がいしゅつ

する際
さい

に付
つ

き添
そ

いを 行
おこな

うヘルパー。 

基本
き ほ ん

指針
し し ん

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス及
およ

び相談
そうだん

支援
し え ん

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に関
かん

する基本的
きほんてき

事項
じ こ う

など、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の作成
さくせい

に関
かん

する事項
じ こ う

につい

て、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の定
さだ

めた指針
し し ん

。 

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

 障
しょう

害
がい

の有
う

無
む

にかかわらず、誰
だれ

もが相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し支
ささ

え合
あ

う社会
しゃかい

。 

グループホーム 障害者
しょうがいしゃ

が共 同
きょうどう

生活
せいかつ

を 行
おこな

う住 居
じゅうきょ

で相談
そうだん

や日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の援助
えんじょ

を 行
おこな

う。 

ケアマネジメント 介護
か い ご

や支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

からの相談
そうだん

に応
おう

じ、心身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

や本人
ほんにん

の

意向
い こ う

を踏
ふ

まえ、福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

等
とう

のサービスと社会
しゃかい

資源
し げ ん

を結
むす

びつける

ため調 整
ちょうせい

を図
はか

り、総合的
そうごうてき

、継続的
けいぞくてき

なサービス提 供
ていきょう

を確保
か く ほ

するしくみ。 
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権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

 知的
ち て き

障 害
しょうがい

・精神
せいしん

障 害
しょうがい

や認知症
にんちしょう

などのため 自
みずか

らの権利
け ん り

やニーズを

表 明
ひょうめい

することが困難
こんなん

な人
ひと

に代
か

わってその権利
け ん り

やニーズ表 明
ひょうめい

を 行
おこな

うこ

と。また、弱
よわ

い立場
た ち ば

にある人々
ひとびと

の人権
じんけん

侵害
しんがい

（虐 待
ぎゃくたい

や財産
ざいさん

侵害
しんがい

など）が起
お

きないようにすること。 

高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

 交通
こうつう

事故
じ こ

や脳
のう

血管
けっかん

疾患
しっかん

などによる脳
のう

損 傷
そんしょう

を原因
げんいん

とする記憶
き お く

・注意
ちゅうい

・

思考
し こ う

・言語
げ ん ご

などの知的
ち て き

機能
き の う

の障 害
しょうがい

で、外
がい

見 上
けんじょう

は障 害
しょうがい

が目立
め だ

たないため

周囲
しゅうい

の人
ひと

に理解
り か い

されにくく、本人
ほんにん

自身
じ し ん

が十 分
じゅうぶん

に認識
にんしき

できない場合
ば あ い

もあ

る。 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

条 約
じょうやく

」の第
だい

２ 条
じょう

で定義
て い ぎ

されている、障 害
しょうがい

のある

人
ひと

が障 害
しょうがい

の無
な

い人
ひと

と平 等
びょうどう

であることを基礎
き そ

として、すべての人権
じんけん

・

基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

を持
も

ちまたは行使
こ う し

できることを確保
か く ほ

するための必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

な変更
へんこう

、調 整
ちょうせい

。「特定
とくてい

の場合
ば あ い

に必要
ひつよう

とされるものであり、かつ不釣
ふ つ

り合
あ

いな、または過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

を課
か

さないもの」という付帯
ふ た い

条 件
じょうけん

。 

【さ行
ぎょう

】 

サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

が障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを適切
てきせつ

に利用
り よ う

できるように、本人
ほんにん

の心身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

や置
お

かれている環 境
かんきょう

、サービスの利用
り よ う

に関
かん

する意向
い こ う

やそ

の他
た

の事情
じじょう

を考慮
こうりょ

し、利用
り よ う

するサービスの種類
しゅるい

や内容
ないよう

などを定
さだ

めた計画
けいかく

。 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センタ

ー 

地域
ち い き

の障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

を通所
つうしょ

させて、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

動作
ど う さ

の指導
し ど う

、自活
じ か つ

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

や技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

または集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

のため

の訓練
くんれん

を 行
おこな

う施設
し せ つ

。 

児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

 児童
じ ど う

の福祉
ふ く し

を担当
たんとう

する公的
こうてき

機関
き か ん

の組織
そ し き

や、各種
かくしゅ

施設
し せ つ

及
およ

び事業
じぎょう

に関
かん

する

基本
き ほ ん

原則
げんそく

を定
さだ

める日本
に ほ ん

の法律
ほうりつ

。「児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

等
とう

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」が

平成
へいせい

28年
ねん

6月
がつ

3日
にち

に公布
こ う ふ

された。（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から施行
し こ う

） 

市民
し み ん

後見人
こうけんにん

 弁護士
べ ん ご し

、司法
し ほ う

書士
し ょ し

等
とう

の専門
せんもん

職
しょく

以外
い が い

で、本人
ほんにん

と親族
しんぞく

関係
かんけい

がなく、社会
しゃかい

貢献
こうけん

のために地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

等
とう

が 行
おこな

う後見人
こうけんにん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

などにより、知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

を

身
み

に付
つ

けた一般
いっぱん

市民
し み ん

による後見人
こうけんにん

。 

社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

 社会
しゃかい

における、事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

、その他
た

一切
いっさい

のもので、障 害
しょうがい

のある人
ひと

にとって、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

る上
うえ

で、活動
かつどう

を制限
せいげん

したり、

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を制約
せいやく

したりするもの。 

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

 重度
じゅうど

の知的
ち て き

障 害
しょうがい

と、重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が重 複
ちょうふく

している児童
じ ど う

。 

授産
じゅさん

製品
せいひん

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

が障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などにおいて、作業
さぎょう

訓練
くんれん

の一環
いっかん

として

製作
せいさく

した物品
ぶっぴん

。 
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手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

 所定
しょてい

の講 習
こうしゅう

を受
う

けて手話
し ゅ わ

の技術
ぎじゅつ

を習 得
しゅうとく

し、聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

のある人
ひと

や

音声
おんせい

または言語
げ ん ご

機能
き の う

障 害
しょうがい

のある人
ひと

の日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の初歩的
しょほてき

なコミュニ

ケーションを手話
し ゅ わ

により支援
し え ん

する人
ひと

。 

障 害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の障 害
しょうがい

の程度
て い ど

（重
おも

さ）ではなく、障 害
しょうがい

の多様
た よ う

な特性
とくせい

その他
た

の心身
しんしん

の状 態
じょうたい

に応
おう

じて必要
ひつよう

とされる標 準 的
ひょうじゅんてき

な支援
し え ん

の度合
ど あ い

を総合的
そうごうてき

に

示
しめ

すもの。従 来
じゅうらい

の障 害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

に代
か

わり平成
へいせい

26年
ねん

4月
がつ

から施行
し こ う

。 

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

 障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

を適切
てきせつ

に利用
り よ う

することができるよ

うに、心身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

や置
お

かれている環 境
かんきょう

、サービスの利用
り よ う

に関
かん

する意向
い こ う

その他
た

の事情
じじょう

を考慮
こうりょ

し、利用
り よ う

するサービスの種類
しゅるい

や内容
ないよう

などを定
さだ

めた

計画
けいかく

。 

障害児
しょうがいじ

通学
つうがく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 枚方市
ひらかたし

独自
ど く じ

の事業
じぎょう

として、一人
ひ と り

での通学
つうがく

が困難
こんなん

な児童
じ ど う

・生徒
せ い と

を対 象
たいしょう

に、

通学
つうがく

ガイドヘルパーを派遣
は け ん

して、当該
とうがい

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の自宅
じ た く

と学校間
がっこうかん

の往復
おうふく

等
とう

、通学
つうがく

のために必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

う。平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

から実施
じ っ し

。 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

などのための施策
し さ く

の基本
き ほ ん

とな

る事項
じ こ う

を定
さだ

めることなどにより、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

などのための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

することを目的
もくてき

とした

法律
ほうりつ

。 

障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

が一般
いっぱん

労働者
ろうどうしゃ

と同
おな

じ水 準
すいじゅん

において 働
はたら

くことを目的
もくてき

と

して障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

に定
さだ

められている、 常 用
じょうよう

労働者
ろうどうしゃ

の数
かず

に対
たい

する障 害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

の割合
わりあい

。平成
へいせい

30年
ねん

4月
がつ

1日
にち

か

ら、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

義務
ぎ む

の対 象
たいしょう

に精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

を追加
つ い か

。 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

を支援
し え ん

する関係
かんけい

機関
き か ん

が地域
ち い き

の実 情
じつじょう

に応
おう

じたネットワー

クを組織
そ し き

し、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

や相談
そうだん

事例
じ れ い

を踏
ふ

まえた取組
とりくみ

を

効果的
こうかてき

かつ円滑
えんかつ

に実施
じ っ し

することを目的
もくてき

として設置
せ っ ち

される協議会
きょうぎかい

。 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

 国連
こくれん

の「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する 条
じょう

約
やく

」の締結
ていけつ

に向
む

けた国内法
こくないほう

制度
せ い ど

の

整備
せ い び

の一環
いっかん

として、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障 害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられる

ことなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共 生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

として、

平成
へいせい

25年
ねん

6月
がつ

「障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」と

して制定
せいてい

された。一部
い ち ぶ

の附則
ふ そ く

を除
のぞ

き平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

から施行
し こ う

。 
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障害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

 平成
へいせい

16年
ねん

6月
がつ

の 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

により、国民
こくみん

の 間
あいだ

に広
ひろ

く

障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

についての関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

、

経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

する意欲
い よ く

を高
たか

める

ことを目的
もくてき

として、従 来
じゅうらい

の「障害者
しょうがいしゃ

の日
ひ

（12月
がつ

9日
にち

）」に代
か

わるものと

して設定
せってい

された。「障害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

」の期間
き か ん

は、毎年
まいとし

12月
がつ

3日
にち

から 12月
がつ

9

日
にち

までの１週 間
しゅうかん

で、この期間
き か ん

を中 心
ちゅうしん

に、国
くに

、地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

、関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

で様々
さまざま

な意識
い し き

啓発
けいはつ

に係
かか

る取組
とりくみ

を展開
てんかい

している。 

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター 

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、基礎
き そ

訓練
くんれん

、職場
しょくば

実 習
じっしゅう

の機会
き か い

の提 供
ていきょう

を含
ふく

む 就 職
しゅうしょく

支援
し え ん

や職場
しょくば

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

及
およ

び生活
せいかつ

支援
し え ん

を 行
おこな

う。 

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

 

障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

の軽減
けいげん

を図
はか

り、自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むための医療
いりょう

。具体的
ぐたいてき

には、更生
こうせい

医療
いりょう

、育成
いくせい

医療
いりょう

、精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

で構成
こうせい

されている。更生
こうせい

医療
いりょう

は、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の機能
き の う

回復
かいふく

のための医療費
いりょうひ

を支給
しきゅう

。

育成
いくせい

医療
いりょう

は、身体
しんたい

障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

に対
たい

して障 害
しょうがい

を軽減
けいげん

・除去
じょきょ

するため

に必要
ひつよう

な医療費
いりょうひ

を給付
きゅうふ

。精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

は、在宅
ざいたく

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の医療
いりょう

の

確保
か く ほ

、継続的
けいぞくてき

治療
ちりょう

の促進
そくしん

、早期
そ う き

治療
ちりょう

・再発
さいはつ

防止
ぼ う し

を図
はか

るため医療費
いりょうひ

を給付
きゅうふ

。 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

 地域
ち い き

社会
しゃかい

における共 生
きょうせい

の実現
じつげん

に向
む

けて、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの充 実
じゅうじつ

等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための新
あら

たな

障 害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を講
こう

じた法律
ほうりつ

。「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」を改正
かいせい

、改 称
かいしょう

し、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の制定
せいてい

や 障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

に 難 病
なんびょう

を追加
つ い か

するなどした

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」を平成
へいせい

25年
ねん

4月
がつ

1日
にち

から施行
し こ う

。平成
へいせい

30年
ねん

4月
がつ

1日
にち

から「自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」「就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

」の創設
そうせつ

などが盛
も

り込
こ

まれた改正
かいせい

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」が施行
し こ う

された。 

障 害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達法
ちょうたつほう

 障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

で就 労
しゅうろう

する障害者
しょうがいしゃ

や在宅
ざいたく

で 就 業
しゅうぎょう

する障害者
しょうがいしゃ

の

経済面
けいざいめん

の自立
じ り つ

を進
すす

めるため、国
くに

等
とう

の公
こう

機関
き か ん

が、物品
ぶっぴん

やサービスを調 達
ちょうたつ

す

る際
さい

、障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

から優先的
ゆうせんてき

・積極的
せっきょくてき

に購 入
こうにゅう

することを推進
すいしん

する。 

ジョブコーチ 障害者
しょうがいしゃ

が一般
いっぱん

の職場
しょくば

に適応
てきおう

し定 着
ていちゃく

できるように、障害者
しょうがいしゃ

・事業
じぎょう

主
ぬし

お

よび障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

に対
たい

して、きめ細
こま

かな人的
じんてき

支援
し え ん

を 行
おこな

う専門
せんもん

職
しょく

。「職場
しょくば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

」の別 称
べっしょう

。 

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づいて、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の適正
てきせい

かつ円滑
えんかつ

な推進
すいしん

を

図
はか

るために設置
せ っ ち

される 協
きょう

議会
ぎ か い

で、福祉
ふ く し

サービス利用
り よ う

に係
かか

る相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の中 立
ちゅうりつ

・公平性
こうへいせい

の確保
か く ほ

に向
む

けた協議
きょうぎ

、地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

によるネットワー

ク構築
こうちく

等
とう

に向
む

けた協議
きょうぎ

、困難
こんなん

事例
じ れ い

への対応
たいおう

のあり方
かた

に関
かん

する協議
きょうぎ

・調 整
ちょうせい

、

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の作成
さくせい

・具体化
ぐ た い か

に向
む

けた協議
きょうぎ

等
とう

を 行
おこな

う。 
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新型
しんがた

コロナウイルス

感染症
かんせんしょう

 

一本
いっぽん

鎖
さ

RNA ウイルスのコロナウイルスのひとつである、SARS コロ

ナウイルス 2 が、ヒトに感染
かんせん

することによって発 症
はっしょう

する気道
き ど う

感染症
かんせんしょう

。

一般的
いっぱんてき

には飛沫
ひ ま つ

感染
かんせん

、接 触
せっしょく

感染
かんせん

で感染
かんせん

。主
おも

な 症 状
しょうじょう

は、軽 症
けいしょう

の場合
ば あ い

に

は、発熱
はつねつ

や咳
せき

などの呼吸器
こきゅうき

症 状
しょうじょう

、倦怠感
けんたいかん

など、普通
ふ つ う

の風邪
か ぜ

症 状
しょうじょう

で治癒
ち ゆ

する一方
いっぽう

で、 重 症
じゅうしょう

の場合
ば あ い

には、肺炎
はいえん

などに至
いた

るなど季節性
きせつせい

インフルエ

ンザに比
くら

べて死亡
し ぼ う

リスクが高
たか

く、特
とく

に、高齢者
こうれいしゃ

や基礎
き そ

疾患
しっかん

のある方
かた

では

重症化
じゅうしょうか

するリスクが高
たか

いとされる。 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づいて認定
にんてい

された身体
しんたい

障 害
しょうがい

のある人
ひと

に交付
こ う ふ

さ

れる手帳
てちょう

。障 害
しょうがい

の内容
ないよう

や等 級
とうきゅう

が記
しる

される。これを呈示
て い じ

することで、各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

が受
う

けられる。 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する法律
ほうりつ

（精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

）に基
もと

づ

いて認定
にんてい

された精神
せいしん

障 害
しょうがい

のある人
ひと

に交付
こ う ふ

される手帳
てちょう

。障 害
しょうがい

の内容
ないよう

や

等 級
とうきゅう

が記
しる

される。これを呈示
て い じ

することで、各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

が受
う

けられる。 

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

 精神
せいしん

疾患
しっかん

の通院
つういん

医療
いりょう

を受
う

けやすくするために医療費
いりょうひ

（入 院
にゅういん

は除
のぞ

く）が

助成
じょせい

される制度
せ い ど

。 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 認知症
にんちしょう

、知的
ち て き

障 害
しょうがい

、精神
せいしん

障 害
しょうがい

等
とう

で判断
はんだん

能 力
のうりょく

が十 分
じゅうぶん

でない人
ひと

の財産
ざいさん

管理
か ん り

や日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の援助
えんじょ

を、代理権
だいりけん

や同意権
どういけん

が付与
ふ よ

された後見人
こうけんにん

等
とう

が 行
おこな

うしくみ。 

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の相談
そうだん

に応
おう

じ、助言
じょげん

や連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

等
とう

の必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うほ

か、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

する者
もの

で、実務
じ つ む

経験
けいけん

と相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

研 修
けんしゅう

の受講
じゅこう

が要件
ようけん

。相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

する場合
ば あ い

には、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を置
お

く必要
ひつよう

がある。 

【た行
ぎょう

】 

地域
ち い き

移行
い こ う

 施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

や長期
ちょうき

入 院
にゅういん

をしている人
ひと

が地域
ち い き

での在宅
ざいたく

生活
せいかつ

（グループホ

ーム等
とう

含
ふく

む）に戻
もど

ること。 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センタ

ー 

障害者
しょうがいしゃ

に創作的
そうさくてき

活動
かつどう

・生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

することにより、社会
しゃかい

との交 流
こうりゅう

を促進
そくしん

し、自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を支援
し え ん

する施設
し せ つ

。 

地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

 制度
せ い ど

・分類
ぶんるい

ごとの「縦割
た て わ

り」や「支
ささ

え手
て

」「受
う

け手
て

」という関係
かんけい

を超
こ

え

て、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

や地域
ち い き

の多様
た よ う

な主体
しゅたい

が「我
わ

が事
こと

」として参画
さんかく

し、人
ひと

と人
ひと

、

人
ひと

と資源
し げ ん

が世代
せ だ い

や分野
ぶ ん や

を超
こ

えて「丸
まる

ごと」つながることで、住 民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひ

とりの暮
く

らしと生
い

きがい、地域
ち い き

をともに創
つく

っていく社会
しゃかい

。 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

 障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の推進
すいしん

のための多機能
た き の う

拠点
きょてん

。居 住
きょじゅう

支援
し え ん

機能
き の う

と地域
ち い き

支援
し え ん

機能
き の う

の一体的
いったいてき

な整備
せ い び

を推進
すいしん

する。 
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地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

、日常的
にちじょうてき

な相談
そうだん

への対応
たいおう

や

地域
ち い き

交 流
こうりゅう

活動
かつどう

など、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の中
なか

で法定化
ほうていか

された事業
じぎょう

。住 民
じゅうみん

に身近
み ぢ か

な市町村
しちょうそん

を中 心
ちゅうしん

として、地域
ち い き

の実 情
じつじょう

に応
おう

じて柔 軟
じゅうなん

な実施
じ っ し

形態
けいたい

で

実施
じ っ し

ができることとなっている。 

地域
ち い き

定 着
ていちゃく

 居宅
きょたく

や単身
たんしん

などで生活
せいかつ

している障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、地域
ち い き

生活
せいかつ

を継続
けいぞく

して

いくこと。 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステ

ム 

医療
いりょう

や介護
か い ご

、保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

サービスなどが連携
れんけい

して一体的
いったいてき

にサービスを

提 供
ていきょう

することにより、暮
く

らしを地域
ち い き

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で支
ささ

える体制
たいせい

。ソフト面
めん

で

は、地域
ち い き

の保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・介護
か い ご

・福祉
ふ く し

の関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

して、ニーズに応
おう

じ

た適切
てきせつ

なサービスを提 供
ていきょう

し、ハード面
めん

では、住
す

まいや施設
し せ つ

が整備
せ い び

され、

地域
ち い き

の保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・介護
か い ご

・福祉
ふ く し

の資源
し げ ん

が連携
れんけい

、統合
とうごう

されて運営
うんえい

されてい

る体制
たいせい

。 

チャレンジ雇用
こ よ う

 障害者
しょうがいしゃ

を、１年
ねん

以内
い な い

の期間
き か ん

を単位
た ん い

として、国
くに

・自治体
じ ち た い

において非常勤
ひじょうきん

職 員
しょくいん

として雇用
こ よ う

し、１～３年
ねん

の業務
ぎょうむ

の経験
けいけん

を踏
ふ

まえ、ハローワーク等
とう

を

通
つう

じて一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への 就 職
しゅうしょく

につなげる制度
せ い ど

のこと。 

【な行
ぎょう

】 

難 病
なんびょう

 原因
げんいん

不明
ふ め い

で、治療
ちりょう

方法
ほうほう

が未確立
みかくりつ

であり、生活面
せいかつめん

で長期
ちょうき

にわたり支障
ししょう

が

生
しょう

じる疾
しっ

病
ぺい

のうち、がん、生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

等
とう

別個
べ っ こ

の対策
たいさく

の体系
たいけい

がないもの。 

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

 在宅
ざいたく

の障 害
しょうがい

のある人
ひと

（児童
じ ど う

）が日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を容易
よ う い

にするための用具
よ う ぐ

。 

ノーマライゼーショ

ン 

障害者
しょうがいしゃ

や高齢者
こうれいしゃ

等
とう

、社会的
しゃかいてき

に不利
ふ り

をこうむりやすい人々
ひとびと

を当然
とうぜん

に包括
ほうかつ

するのが通 常
つうじょう

の社会
しゃかい

であり、そのあるがままの 姿
すがた

で同等
どうとう

の権利
け ん り

を享 受
きょうじゅ

できるようにするという 考
かんが

え方
かた

。 障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も社会
しゃかい

の

構成員
こうせいいん

として、地域
ち い き

の中
なか

で普通
ふ つ う

に暮
く

らすことが当然
とうぜん

とする 考
かんが

え方
かた

。 

【は行
ぎょう

】 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

 自閉症
じへいしょう

、アスペルガー症候群
しょうこうぐん

その他
た

の広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障 害
しょうがい

、学 習
がくしゅう

障 害
しょうがい

、

注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障 害
しょうがい

、その他
た

これに類
るい

する障 害
しょうがい

であってその 症 状
しょうじょう

が

通 常
つうじょう

低年齢
ていねんれい

において発現
はつげん

する障 害
しょうがい

。 

パブリックコメント 行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

が計画
けいかく

策定
さくてい

や条 例
じょうれい

制定
せいてい

に当
あ

たって、事前
じ ぜ ん

に案
あん

を示
しめ

し、その

案
あん

について広
ひろ

く住 民
じゅうみん

から意見
い け ん

や情 報
じょうほう

を募集
ぼしゅう

するもの。 

バリアフリー 障害者
しょうがいしゃ

のための物理的
ぶつりてき

障 壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くことを目指
め ざ

しているだけでな

く、制度的
せいどてき

なバリアフリー、心理的
しんりてき

なバリアフリーなど障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

における障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

をいう。 
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バリアフリー新法
しんぽう

 「高齢者
こうれいしゃ

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる特定
とくてい

建築物
けんちくぶつ

の建築
けんちく

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（ハートビル法
ほう

）と「高齢者
こうれいしゃ

，身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

した移動
い ど う

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（交通
こうつう

バリアフリー

法
ほう

）を統合
とうごう

し、より拡 充
かくじゅう

したもの。 

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

 災害
さいがい

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

、又
また

は災害
さいがい

が発生
はっせい

するおそれがある場合
ば あ い

に、自分
じ ぶ ん

だけでは避難
ひ な ん

することが困難
こんなん

で、円滑
えんかつ

かつ迅速
じんそく

な避難
ひ な ん

の確保
か く ほ

を図
はか

るため、

特
とく

に支援
し え ん

を要
よう

する人。 

ヘルプカード 障 害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

など、支援
し え ん

や配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする人
ひと

が身
み

に着
つ

けて

おくことで、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や緊 急
きんきゅう

時
じ

、災害
さいがい

時
じ

などの困
こま

ったときに、周囲
しゅうい

の

人
ひと

へ必要
ひつよう

な支援
し え ん

や配慮
はいりょ

を伝
つた

えるためのカード。カードの表 面
ひょうめん

には、支援
し え ん

や配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

ということを示
しめ

す「ヘルプマーク」を掲載
けいさい

しており、外見
がいけん

ではわからない障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、周囲
しゅうい

に自己
じ こ

の障 害
しょうがい

への理解
り か い

や支援
し え ん

を

求
もと

めるためのコミュニケーションツールとなる。 

法人
ほうじん

後見
こうけん

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

や社団
しゃだん

法人
ほうじん

、特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

などの法人
ほうじん

が、成年
せいねん

後見人
こうけんにん

、保
ほ

佐人
さ に ん

若
も

しくは補助人
ほじょにん

となり、判断
はんだん

能 力
のうりょく

が低
てい

下
か

した人
ひと

の保護
ほ ご

・

支援
し え ん

を 行
おこな

うしくみ。 

補
ほ

装具
そ う ぐ

 身体
しんたい

の一部
い ち ぶ

の欠損
けっそん

または機能
き の う

の障 害
しょうがい

を 補
おぎな

い、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や 職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

を容易
よ う い

にするため用
もち

いられる用具
よ う ぐ

の総 称
そうしょう

。 

ボッチャ 重度
じゅうど

脳性
のうせい

まひ者
しゃ

や四肢
し し

重度
じゅうど

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

のために欧 州
おうしゅう

で考案
こうあん

されたス

ポーツ。ジャックと呼
よ

ばれる的球
まとだま

にボールを投
な

げたり、転
ころ

がしたりして、

いかに近
ちか

づけるかを競
きそ

う。 

ボランティア 誰
だれ

もが人間
にんげん

らしく豊
ゆた

かに暮
く

らしていける社会
しゃかい

を目指
め ざ

し、身近
み ぢ か

なところ

でできることを 自
みずか

ら進
すす

んで活動
かつどう

すること。「自主性
じしゅせい

・主体性
しゅたいせい

」、「社会性
しゃかいせい

・

連帯性
れんたいせい

」、「無償性
むしょうせい

・給 性
きゅうせい

」、「創造性
そうぞうせい

・開拓性
かいたくせい

・先駆性
せんくせい

」が原則
げんそく

。 

【ま行
ぎょう

】 

モニタリング サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成後
さくせいご

、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を

把握
は あ く

し、利用者
りようしゃ

の状 態
じょうたい

や生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

を確認
かくにん

して必要
ひつよう

に応
おう

じサービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

を見直
み な お

すこと。 

【や行
ぎょう

】 

優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などから優先的
ゆうせんてき

・積極的
せっきょくてき

に物品
ぶっぴん

などを調 達
ちょうたつ

すること。 

ユニバーサルデザイ

ン 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、子
こ

どもから高齢者
こうれいしゃ

まで、誰
だれ

もが使
つか

いやすく、

快適
かいてき

に利用
り よ う

できる製品
せいひん

や機能
き の う

を持
も

つ仕様
し よ う

。はじめから障 壁
しょうへき

をつくり出
だ

さ

ないという 考
かんが

え方
かた

。 
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要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

 難 聴
なんちょう

や聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

のある人
ひと

で手話
し ゅ わ

の分
わ

からない人
ひと

のために、手書
て が

きや

パソコンで文字化
も じ か

して伝
つた

える通
つう

訳者
やくしゃ

のこと。手話
し ゅ わ

の分
わ

かる人
ひと

には、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

が意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を 行
おこな

う。 

【ら行
ぎょう

】 

ライフステージ 人間
にんげん

の一 生
いっしょう

における幼年期
ようねんき

・児童期
じ ど う き

・青
せい

年期
ね ん き

・壮年期
そうねんき

・老年期
ろうねんき

などの

それぞれの段階
だんかい

。 

療 育
りょういく

 障 害
しょうがい

のある子
こ

どもが社会的
しゃかいてき

に自立
じ り つ

することを目的
もくてき

として 行
おこな

われる

医療
いりょう

と保育
ほ い く

。 

療 育
りょういく

支援
し え ん

 障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

または訓練
くんれん

などによる 障 害
しょうがい

の軽減
けいげん

や

基礎的
き そ て き

な生活
せいかつ

能 力
のうりょく

の向 上
こうじょう

を図
はか

るため実施
じ っ し

する医学的
いがくてき

治療
ちりょう

や保育
ほ い く

その他
た

の支援
し え ん

。 

療 育
りょういく

手帳
てちょう

 知的
ち て き

障 害
しょうがい

のある人
ひと

に交付
こ う ふ

される手帳
てちょう

。障 害
しょうがい

程度
て い ど

が記
しる

される。これを

呈示
て い じ

することで、各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

が受
う

けられる。 
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