
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
だい

４期
き

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和
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３月
がつ

 

綾 部 市
あ や べ し

 

  



 

やま   ざき   ぜん   や 

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

策定
さくてい

にあたって 
 

綾部市
あ や べ し

は、平成
へいせい

９年
ねん

３月
がつ

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

「綾部市
あ や べ し

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

の住
す

みよいまちづくりの

推進
すいしん

を目指
め ざ

して～」を策定
さくてい

し、平成
へいせい

１５年
ねん

、平成
へいせい

２３年
ねん

の

計画
けいかく

改定
かいてい

を経
へ

て障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

・計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

すると

ともに、平成
へいせい

３０年
ねん

４月
がつ

には「綾部市
あ や べ し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の確立
かくりつ

及
およ

び

多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の促進
そくしん

に関
かん

する条例
じょうれい

」を

施行
し こ う

し、条例
じょうれい

の理念
り ね ん

である誰
だれ

もがつながりあえる社会
しゃかい

の

実現
じつげん

に努
つと

めてまいりました。 

障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、それぞれが社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として尊重
そんちょう

し合
あ

い、誰
だれ

もが住
す

みよい地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

すことを基本
き ほ ん

に、様々
さまざま

な障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を行
おこな

っており

ます。 

本計画
ほんけいかく

は、国
くに

・京都府
きょうとふ

の障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

を基本
き ほ ん

に、第
だい

６次
じ

綾部市
あ や べ し

総合
そうごう

計画
けいかく

との整合
せいごう

を図
はか

るとともに、市民
し み ん

の皆様
みなさま

にご協 力
きょうりょく

いただいたアンケートの結果
け っ か

や綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

からの意見
い け ん

を尊重
そんちょう

して策定
さくてい

いたしました。 

ここに、本計画
ほんけいかく

を第
だい

６次
じ

綾部市
あ や べ し

総合
そうごう

計画
けいかく

の部門
ぶ も ん

計画
けいかく

と位置
い ち

づけるとともに、すべて

の市民
し み ん

の皆様
みなさま

、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、行政
ぎょうせい

が自主的
じしゅてき

かつ積極的
せっきょくてき

に活動
かつどう

を行
おこな

う

ための指針
し し ん

として、ともに連携
れんけい

を図
はか

りながら、よりよい地域
ち い き

社会
しゃかい

になるよう推進
すいしん

して

まいります。 

最後
さ い ご

になりましたが、この計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたり、熱心
ねっしん

に審議
し ん ぎ

いただきました綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

の委員
い い ん

の皆様
みなさま

をはじめ、関係者
かんけいしゃ

の皆様
みなさま

に心
こころ

から厚
あつ

くお礼
れい

申
もう

し

上
あ

げます。 
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３年
ねん

３月
がつ
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あ や べ

市長
しちょう
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1 

 
 

はじめに    基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
がた

 

 

 

１ 計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

綾部市
あ や べ し

では、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

11 条
じょう

第
だい

３項
こう

に基
もと

づき、平成
へいせい

９年
ねん

３月
がつ

に「綾部市
あ や べ し

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

等
とう

の住
す

みよいまちづくりの推進
すいしん

を目指
め ざ

して～」を策定
さくてい

し、

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の推進
すいしん

を図
はか

り、平成
へいせい

15年
ねん

３月
がつ

、平成
へいせい

23年
ねん

３月
がつ

の計画
けいかく

改定
かいてい

を経
へ

て現在
げんざい

に至
いた

っています。 

この間
かん

、国
くに

においては、平成
へいせい

28年
ねん

４月
がつ

に「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に

関
かん

する法律
ほうりつ

」が施行
し こ う

され、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を明記
め い き

したほか、

同時
ど う じ

に施行
し こ う

された「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

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」にお

いても、雇用
こ よ う

の分野
ぶ ん や

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いを禁止
き ん し

する旨
むね

が規定
き て い

さ

れるなど、平成
へいせい

２６年
ねん

１月
がつ

に批准
ひじゅん

した「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

」の着実
ちゃくじつ

な実現
じつげん

に向
む

け各種法
かくしゅほう

整備
せ い び

がされてきました。 

京都府
きょうとふ

においては、平成
へいせい

26年
ねん

３月
がつ

に制定
せいてい

された「京都府
きょうとふ

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も

共
とも

に安心
あんしん

していきいきと暮
く

らしやすい社会
しゃかい

づくり条例
じょうれい

」により、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

に

関
かん

し基本
き ほ ん

理念
り ね ん

などを定
さだ

め、さらに、平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

に制定
せいてい

された「言語
げ ん ご

としての手話
し ゅ わ

の

普及
ふきゅう

を進
すす

めるとともに聞
き

こえに障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

とが支
ささ

え合
あ

う社会
しゃかい

づくり条例
じょうれい

」

では、「聞
き

こえの共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の推進
すいしん

を目指
め ざ

しています。 

本市
ほ ん し

においても、平成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

に「綾部市
あ や べ し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の確立
かくりつ

及
およ

び多様
た よ う

なコミュニケー

ション手段
しゅだん

の促進
そくしん

に関
かん

する条例
じょうれい

」を施行
し こ う

し、誰
だれ

もがコミュニケーションをあきらめる

ことなくつながり合
あ

える社会
しゃかい

を目指
め ざ

し、条例
じょうれい

の理念
り ね ん

浸透
しんとう

に努
つと

めてきました。 

このような中
なか

、現在
げんざい

の国
くに

・京都府
きょうとふ

の動向
どうこう

や本市
ほ ん し

の障害児者
しょうがいじしゃ

の状 況
じょうきょう

などを踏
ふ

まえ、

障害者
しょうがいしゃ

のための施策
し さ く

に関
かん

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

として、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

を初年度
しょねんど

とした「第
だい

４

期
き

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」を策定
さくてい

することとしました。 
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２ 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

本市
ほ ん し

では、上位
じょうい

計画
けいかく

である「第
だい

６次
じ

綾部市
あ や べ し

総合
そうごう

計画
けいかく

」において、「一人
ひ と り

ひとりの幸
しあわ

せをみんなで紡
つむ

いで実現
じつげん

できるまち…綾部
あ や べ

」をまちの将来
しょうらい

都市像
と し ぞ う

として設定
せってい

し、一人
ひ と り

ひとりがお互
たが

いに顔
かお

の見
み

える関係
かんけい

を築
きず

きながら、このまちで良
よ

かったと市民
し み ん

が幸
しあわ

せで

安心
あんしん

して暮
く

らせるよう、きめ細
こま

やかなまちづくりを進
すす

めています。 

また、「綾部市
あ や べ し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の確立
かくりつ

及
およ

び多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の促進
そくしん

に関
かん

する

条例
じょうれい

」の目指
め ざ

す方向
ほうこう

を受
う

けて、「誰
だれ

もが障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、お互
たが

いに尊重
そんちょう

し

合
あ

い、つながり合
あ

える共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」を本計画
ほんけいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とします。 

 

〔 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 〕 

 

 

 

 

  

誰
だれ

もが障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、お互
たが

いに尊重
そんちょう

し合
あ

い、 

つながり合
あ

える共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん
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３ 計画
けいかく

の性格
せいかく

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

は、本市
ほ ん し

の障害者
しょうがいしゃ

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

するための基本
き ほ ん

計画
けいかく

であり、市民
し み ん

、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、市
し

（行政
ぎょうせい

）が、それぞれに自主的
じしゅてき

かつ積極的
せっきょくてき

な活動
かつどう

を 行
おこな

うための指針
し し ん

となる計画
けいかく

で、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

11 条
じょう

第
だい

３項
こう

に基
もと

づく

「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」として位置
い ち

づけています。 

策定
さくてい

に当
あ

たっては、京都府
きょうとふ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

、京都府
きょうとふ

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び京都府
きょうとふ

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

並
なら

びに上位
じょうい

計画
けいかく

である綾部市
あ や べ し

総合
そうごう

計画
けいかく

及
およ

び綾部市
あ や べ し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

における

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

との整合性
せいごうせい

を図
はか

りました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      
綾部市   

法律  国  京都府   綾部市総合計画 

      綾部市地域福祉計画  

障 害 者 

基 本 法 
 障 害 者 

基 本 計 画 
 京都府障害者

基 本 計 画 
 綾部市障害者計画  

 

障 害 者 

総合支援法 
 

基 本 指 針  

京 都 府 障 害 

福 祉 計 画 
 

京都府障害児

福 祉 計 画 

 

綾部市障害福祉計画 
 

 

児 童 

福 祉 法 
 綾部市障害児福祉計画 

 
 

      

綾部市自殺対策計画 

綾部市高齢者保健福祉計画 

あやべっ子すこやかプラン 
あやべ健康増進・食育推進計画 
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４ 計画
けいかく

の対象
たいしょう

となる障害者
しょうがいしゃ

の範囲
は ん い

 

この計画
けいかく

で対象
たいしょう

となる「障害
しょうがい

のある人
ひと

」は、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の有無
う む

やその程度
て い ど

などに

関係
かんけい

なく、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

２条
じょう

に定義
て い ぎ

される「障害者
しょうがいしゃ

」であり、「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

又
また

は精神
せいしん

障害
しょうがい

があるため、継続的
けいぞくてき

に日常
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

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

け

る人
ひと

」です。 

 この中
なか

には「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

」、「てんかんのある人
ひと

及
およ

び難病
なんびょう

に起因
き い ん

する身体
しんたい

又
また

は精神上
せいしんじょう

の障害
しょうがい

のある人
ひと

であって、継続的
けいぞくてき

に生活上
せいかつじょう

の支障
ししょう

がある

人
ひと

」も含
ふく

んでいます。 

 

 

５ 計画
けいかく

の期間
き か ん

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

は、第
だい

６次
じ

綾部市
あ や べ し

総合
そうごう

計画
けいかく

に準拠
じゅんきょ

し令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

から12年度
ね ん ど

までの10

年間
ねんかん

を計画
けいかく

期間
き か ん

とします。 

なお、本計画
ほんけいかく

第
だい

4 章
しょう

に定
さだ

める推進
すいしん

、点検
てんけん

により必要
ひつよう

が生
しょう

じた場合
ば あ い

には、計画
けいかく

の見直
み な お

しを行
おこな

うことがあることとします。 

 
 

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

 

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

 

令和
れ い わ

 

９年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

10年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

11年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

12年度
ね ん ど

 

          

 

  

第
だい

４期
き

綾部市
あ や べ し

障 害 者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 

第
だい

６期
き

綾部市
あ や べ し

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

第
だい

２期
き

綾部市
あ や べ し

 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

第
だい

７期
き

綾部市
あ や べ し

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

第
だい

３期
き

綾部市
あ や べ し

 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

第６次
だ い ６ じ

綾部市
あ や べ し

総合
そうごう

計画
けいかく

 

基本
き ほ ん

構想
こうそう

 

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（前期
ぜ ん き

） 基本
き ほ ん

計画
けいかく

（後期
こ う き

） 

第
だい

８期
き

綾部市
あ や べ し

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

第
だい

４期
き

綾部市
あ や べ し

 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

・・・ 
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第
だい

章
しょう

    基本的
きほんてき

視点
し て ん

と重点
じゅうてん

課題
か だ い

 

 

 

１ 障害
しょうがい

の概念
がいねん

と基本的
きほんてき

な視点
し て ん

 

綾部市
あ や べ し

の中
なか

には障害
しょうがい

のある人
ひと

が３千人
ぜんにん

以上
いじょう

います。 

その障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

や内容
ないよう

、程度
て い ど

は様々
さまざま

で一人
ひ と り

ひとり違
ちが

いがありますが、社会
しゃかい

で普通
ふ つ う

の

暮
く

らしをしようとする際
さい

に多
おお

くの困
こま

りごとに直面
ちょくめん

しています。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

にとっては、心身
しんしん

の機能
き の う

の制限
せいげん

や不調
ふちょう

により、困
こま

りごとを感
かん

じること

もありますが、社会
しゃかい

の仕組
し く

みが日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

で大
おお

きな困
こま

りごと

（社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

）となっています。 

心身
しんしん

の機能
き の う

の制限
せいげん

や不調
ふちょう

などは医療
いりょう

やリハビリテーションのみで全
すべ

て解
かい

消
しょう

するこ

とは困難
こんなん

で、また本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

の責任
せきにん

でも、努力
どりょく

の問題
もんだい

でもありません。 

一方
いっぽう

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

は、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

などにより大
おお

きく変
か

わり、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の困
こま

りごとはこれらに大
おお

きく左右
さ ゆ う

されています。 

私
わたし

たちの中
なか

に多
おお

くの困
こま

りごとに直面
ちょくめん

する人
ひと

たちがいて、その原因
げんいん

の多
おお

くは私
わたし

たち

が構成
こうせい

する社会
しゃかい

の仕組
し く

みにあるといえます。 

このため、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

において社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

・軽減
けいげん

できるよう私
わたし

たち自身
じ し ん

が

行動
こうどう

する必要
ひつよう

があります。 

障害
しょうがい

がある人
ひと

の中
なか

には、内部
な い ぶ

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

、発達
はったつ

障害
しょうがい

など、障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

によ

っては見
み

た目
もく

ではわからない障害
しょうがい

もあり、周囲
しゅうい

に認識
にんしき

されないまま困
こま

りごとに直面
ちょくめん

している人
ひと

もいます。 

また、杖
つえ

をついて歩行
ほ こ う

している人
ひと

、車
くるま

いすを使用
し よ う

している人
ひと

、難聴
なんちょう

の人
じん

、手話
し ゅ わ

を

使
つか

う人
ひと

など、心身
しんしん

の障害
しょうがい

の程度
て い ど

の違
ちが

いに関係
かんけい

なく、それぞれに困
こま

りごとを抱
かか

えていま

す。 

このように私
わたし

たちの社会
しゃかい

の中
なか

にはいろいろな人
ひと

がいることを前提
ぜんてい

として、個々
こ こ

の

多様性
たようせい

を認
みと

め合
あ

い、理解
り か い

を深
ふか

めていく必要
ひつよう

があります。 

その一方
いっぽう

で、「一人
ひ と り

ひとりの命
いのち

の重
おも

さは障害
しょうがい

の有無
う む

によって少
すこ

しも変
か

わることはな

い」という当
あ

たり前
まえ

の価値観
か ち か ん

を私
わたし

たちが共有
きょうゆう

し、誰
だれ

もが尊重
そんちょう

し合
あ

える社会
しゃかい

にしてい

く必要
ひつよう

があります。 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、多様性
たようせい

を認
みと

め合
あ

うこと、誰
だれ

もが尊重
そんちょう

されること、この２

つの視点
し て ん

を持
も

ち、施策
し さ く

の推進
すいしん

を図
はか

ることが重要
じゅうよう

となっています。 
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２ 計画
けいかく

における重点
じゅうてん

課題
か だ い

と留意点
りゅういてん

 

（１）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、地域
ち い き

で暮
く

らし続
つづ

けるための仕組
し く

みとして、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

とともに、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

において、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

を強化
きょうか

し

ます。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、複雑化
ふくざつか

・多様化
た よ う か

する生活
せいかつ

課題
か だ い

にも対応
たいおう

しながら、

一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

状 況
じょうきょう

や特性
とくせい

に応
おう

じた専門性
せんもんせい

の高
たか

い、重層的
じゅうそうてき

な支援
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。 

 

 

（２）「綾部市
あ や べ し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の確立
かくりつ

及
およ

び多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の促進
そくしん

に関
かん

する条例
じょうれい

」の推進
すいしん

  

「綾部市
あ や べ し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の確立
かくりつ

及
およ

び多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の促進
そくしん

に関
かん

する条例
じょうれい

（以下
い か

「手話
し ゅ わ

コミ条例
じょうれい

」という。）」の理念
り ね ん

に基
もと

づき、手話
し ゅ わ

が独立
どくりつ

した言語
げ ん ご

であると

の認識
にんしき

のもと、音声
おんせい

言語
げ ん ご

である日本語
に ほ ん ご

と同様
どうよう

に、自分
じ ぶ ん

の言葉
こ と ば

として手話
し ゅ わ

が当
あ

たり前
まえ

に

使
つか

うことのできる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。また、障害
しょうがい

の多様性
たようせい

や重複
ちょうふく

障害
しょうがい

の存在
そんざい

を認識
にんしき

し、それぞれの特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

を活用
かつよう

することに

より、お互
たが

いに尊重
そんちょう

し合
あ

い、つながり合
あ

える共生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

しています。 

 

 

（３）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

  

私
わたし

たちが生活
せいかつ

する社会
しゃかい

の中
なか

には、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

もいるという

認識
にんしき

のもと、それぞれが社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として尊重
そんちょう

し合
あ

い、誰
だれ

もが住
す

みよい地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。 

また、生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

を抱
かか

える人
ひと

でも、地域
ち い き

において自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができ

るよう、地域
ち い き

住民
じゅうみん

による支
ささ

え合
あ

いと行政
ぎょうせい

による支援
し え ん

が連動
れんどう

し、地域
ち い き

を丸
まる

ごと支
ささ

える

包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

し、切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を実現
じつげん

していきます。 
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総人口 障害者手帳所持者 障害者手帳所持者の割合

35,146 34,690 34,279 33,808 33,456 33,006

2,991 3,149 3,087 3,097 3,145 3,189

8.5
9.1 9.0 9.2 9.4 9.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（％）(人)

 

第
だい

章
しょう

    障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く現状
げんじょう

 

 

 

１ 統計
とうけい

データからみえる綾部市
あ や べ し

の現状
げんじょう

 

（１）障害
しょうがい

のある人
ひと

の状 況
じょうきょう

  

① 人口
じんこう

、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

 

本市
ほ ん し

の総人口
そうじんこう

は、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

現在
げんざい

33,006人
にん

で、年々
ねんねん

減少
げんしょう

しています。 

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、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

現在
げんざい

3,189人
にん

で、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

以降
い こ う

増加
ぞ う か

しており、人口
じんこう

総数
そうすう

に占
し

める障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の割合
わりあい

も9.7％と増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。 

 

人口
じんこう

、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料
しりょう

：人口
じんこう

は住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

（各年度
かくねんど

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
しょじしゃ

は庁内
ちょうない

調
しら

べ（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

） 
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身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

 

② 障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

別
べつ

の所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

 

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

別
べつ

の所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

をみると、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

は平成
へいせい

28年度
ね ん ど

以降
い こ う

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

現在
げんざい

2,602人
にん

となっています。 

また、療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

現在
げんざい

410人
にん

となっ

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
しょじしゃ

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

現在
げんざい

177人
にん

となっています。 

 

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

別
べつ

の所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：庁内
ちょうない

調
しら

べ（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

） 

  

2,486 2,631 2,553 2,554 2,575 2,602

363
375 385 394 400 410142
143 149 149 170 177

2,991
3,149 3,087 3,097 3,145 3,189

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)
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（２）身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

 

① 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の等
とう

級別
きゅうべつ

推移
す い い

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の等
とう

級別
きゅうべつ

の推移
す い い

をみると、４級
きゅう

の手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

が731人
にん

で

最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで１級
きゅう

の手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

が623人
にん

となっています。また、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

と

比較
ひ か く

して２級
きゅう

以外
い が い

の手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は増加
ぞ う か

しています。 

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
しょじしゃ

の等
とう

級別
きゅうべつ

推移
す い い

 

単位
た ん い

：人
にん

 

  平成
へいせい

26年度
ね ん ど

 平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 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

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 

１級
きゅう

 602 621 594 595 597 623 

２級
きゅう

 372 385 370 373 372 362 

３級
きゅう

 354 371 354 345 349 358 

４級
きゅう

 711 746 718 731 740 731 

５級
きゅう

 233 257 263 253 262 267 

６級
きゅう

 214 251 254 257 255 261 

合計
ごうけい

 2,486 2,631 2,553 2,554 2,575 2,602 

資料
しりょう

：庁内
ちょうない

調
しら

べ（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

） 
 

② 障害
しょうがい

の種類
しゅるい

別
べつ

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

の推移
す い い

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の障害
しょうがい

の種類
しゅるい

別
べつ

の推移
す い い

をみると、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が1,260人
にん

（48.4％）と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで内部
な い ぶ

障害
しょうがい

が766人
にん

（29.4％）となっています。ま

た、この二
ふた

つを平成
へいせい

26年度
ね ん ど

と比較
ひ か く

すると、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

の手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は減少
げんしょう

している

のに対
たい

し、内部
な い ぶ

障害
しょうがい

の手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は増加
ぞ う か

しています。 

 

障害
しょうがい

の種類
しゅるい

別
べつ

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

の推移
す い い

 

単位
た ん い

：人
にん

 

  平成
へいせい

26年度
ね ん ど

 平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 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

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 

視覚
し か く

障害
しょうがい

 197 213 213 211 212 215 

聴覚
ちょうかく

・平衡
へいこう

機能
き の う

障害
しょうがい

 
314 335 320 327 323 325 

音声
おんせい

・言語
げ ん ご

・

そ し ゃ く

機能
き の う

障害
しょうがい

 

34 42 40 36 36 36 

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

 1,271 1,324 1,278 1,262 1,270 1,260 

内部
な い ぶ

障害
しょうがい

 670 717 702 718 734 766 

合計
ごうけい

 2,486 2,631 2,553 2,554 2,575 2,602 

資料
しりょう

：庁内
ちょうない

調
しら

べ（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

）  
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（３）知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

 

障害
しょうがい

の程度
て い ど

別
べつ

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

 

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の程度
て い ど

（判定
はんてい

）別
べつ

の推移
す い い

をみると、Ａ判定
はんてい

、Ｂ判定
はんてい

共
とも

に手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。  

 

障害
しょうがい

の程度
て い ど

別
べつ

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

 

 

単位
た ん い

：人
にん

 

  平成
へいせい

26年度
ね ん ど

 平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 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

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 

Ａ判定
はんてい

 143 146 150 151 153 153 

Ｂ判定
はんてい

 220 229 235 243 247 257 

合計
ごうけい

 363 375 385 394 400 410 

資料
しりょう

：庁内
ちょうない

調
しら

べ（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

） 

 

（４）精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

 

① 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

の等
とう

級別
きゅうべつ

推移
す い い

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の等
とう

級別
きゅうべつ

の推移
す い い

をみると、３級
きゅう

の手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、１級
きゅう

の手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。 

 

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
しょじしゃ

の等
とう

級別
きゅうべつ

推移
す い い

 

 

単位
た ん い

：人
にん

 

  平成
へいせい

26年度
ね ん ど

 平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 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

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 

１級
きゅう

 15 9 8 8 7 5 

２級
きゅう

 66 72 81 67 73 73 

３級
きゅう

 61 62 60 74 90 99 

合計
ごうけい

 142 143 149 149 170 177 

資料
しりょう

：庁内
ちょうない

調
しら

べ（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

） 
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350
344

349
344

362

392

300

320

340

360

380

400

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

 

② 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（精神
せいしん

通院
つういん

）受給者
じゅきゅうしゃ

の推移
す い い

 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（精神
せいしん

通院
つういん

）受給者
じゅきゅうしゃ

の推移
す い い

をみると、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

以降
い こ う

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあ

ります。 

 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（精神
せいしん

通院
つういん

）受給者
じゅきゅうしゃ

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：庁内
ちょうない

調
しら

べ（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

）綾部市分
あ や べ し ぶ ん

 

（５）難病
なんびょう

患者
かんじゃ

などの状 況
じょうきょう

 

特定
とくてい

医療費
いりょうひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）受給者
じゅきゅうしゃ

の推移
す い い

 

特定
とくてい

医療費
いりょうひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）受給者
じゅきゅうしゃ

の推移
す い い

をみると、令和
れ い わ

元年
がんねん

６月
がつ

３０日
にち

現在
げんざい

268人
にん

で、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

から平成
へいせい

29年度
ね ん ど

にかけて増加
ぞ う か

し、その後
ご

減少
げんしょう

しています。 

 

特定
とくてい

医療費
いりょうひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）受給者
じゅきゅうしゃ

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：京都府
きょうとふ

中丹
ちゅうたん

東保健所
ひがしほけんしょ

調
しら

べ（各年度
かくねんど

６月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

）綾部市分
あ や べ し ぶ ん

 

  

279 283 291
307

284
268

0

100

200

300

400

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）
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15 15 18 19 21 19

45 45
49 47 44 51

60 60

67 66 65
70

0

20

40

60

80

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)

36 40 41 45
52

62

21 14
20

35
35

25

57 54
61

80
87 87

0

20

40

60

80

100

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)

 

（６）障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の状 況
じょうきょう

 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の推移
す い い

 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の推移
す い い

をみると、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

と比較
ひ か く

して、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、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

現在
げんざい

19人
にん

と増加
ぞ う か

しています。療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

も、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

現在
げんざい

51人
にん

で、増加
ぞ う か

しています。 
 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（７）特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

在籍
ざいせき

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の状 況
じょうきょう

  

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

在籍
ざいせき

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の推移
す い い

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

在籍
ざいせき

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の推移
す い い

をみると、小学校
しょうがっこう

の児童
じ ど う

では、令和
れ い わ

元年
がんねん

５

月
がつ

１
つい

日
たち

現在
げんざい

62人
にん

で、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しています。中学校
ちゅうがっこう

の生徒
せ い と

では、令和
れ い わ

元年
がんねん

５月
がつ

１
つい

日
たち

現在
げんざい

25人
にん

で、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

と比較
ひ か く

して増加
ぞ う か

しています。 
 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

在籍
ざいせき

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者

小学校 中学校

資料
しりょう

：庁内
ちょうない

調
しら

べ（各年度
かくねんど

５月
がつ

１
つい

日
たち

現在
げんざい

） 

 

資料
しりょう

：庁内
ちょうない

調べ
し ら べ

（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

） 
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小学生 中学生 高校生

 

（８）特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

在籍
ざいせき

状 況
じょうきょう

  

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

在籍者
ざいせきしゃ

の推移
す い い

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

（京都
きょうと

府立中
ふりつちゅう

丹
たん

支援
し え ん

学校
がっこう

）在籍者
ざいせきしゃ

の推移
す い い

をみると、小学生
しょうがくせい

は令和
れ い わ

元年
がんねん

５月
がつ

１
つい

日
たち

現在
げんざい

5人
にん

で、減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。また、中学生
ちゅうがくせい

は令和
れ い わ

元年
がんねん

５月
がつ

１
つい

日
たち

現在
げんざい

6

人
にん

で、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

から平成
へいせい

28年度
ね ん ど

にかけて増加
ぞ う か

し、その後
ご

減少
げんしょう

しており、高校生
こうこうせい

は

令和
れ い わ

元年
がんねん

５月
がつ

１
つい

日
たち

現在
げんざい

19人
にん

で、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

から平成
へいせい

30年度
ね ん ど

にかけて減少
げんしょう

し、その

後
ご

増加
ぞ う か

しています。 
 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

在籍者
ざいせきしゃ

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：京都
きょうと

府立中
ふりつちゅう

丹
たん

支援
し え ん

学校
がっこう

調
しら

べ（各年度
かくねんど

５月
がつ

１
つい

日
たち

現在
げんざい

）綾部市分
あ や べ し ぶ ん

 

  

9 10 9 9 7 5

5
7 11 9

9

6

21
19 13

11
11 19

35 36
33

29
27

30

0

10

20

30

40

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)
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（９）就労
しゅうろう

の状 況
じょうきょう

  

障害者
しょうがいしゃ

就 業 者
しゅうぎょうしゃ

の推移
す い い

 

障害者
しょうがいしゃ

就 業 者
しゅうぎょうしゃ

の推移
す い い

をみると、増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

で239人
にん

となってい

ます。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、知的
ち て き

障害
しょうがい

が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで身体
しんたい

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

とな

っています。 
 

障害者
しょうがいしゃ

就 業 者
しゅうぎょうしゃ

の推移
す い い

 

単位
た ん い

：人
にん

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

 
平成
へいせい

 

27年度
ね ん ど

 

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

 

元年度
がんねんど

 

身体
しんたい

障害
しょうがい

 68 77 81 86 92 

 

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

 42 47 50 50 53 

視覚
し か く

障害
しょうがい

 3 2 2 4 4 

聴覚
ちょうかく

・音声
おんせい

言語
げ ん ご

障害
しょうがい

 11 13 14 16 16 

内部
な い ぶ

障害
しょうがい

 12 15 15 16 19 

知的
ち て き

障害
しょうがい

 76 87 89 95 101 

精神
せいしん

障害
しょうがい

 21 19 24 29 42 

発達
はったつ

障害
しょうがい

 0 0 0 0 0 

難病
なんびょう

 0 1 0 0 3 

高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

 0 0 0 0 0 

その他
た

障害
しょうがい

 1 1 1 2 1 

合計
ごうけい

 166 185 195 212 239 

資料
しりょう

：福知山
ふくちやま

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていしょ

綾部
あ や べ

出 張 所
しゅっちょうじょ

資料
しりょう

（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

） 

※令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

については令和
れ い わ

元年
がんねん

12月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

での数値
す う ち
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区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

0 0 0 1 1 0
5 4 3 3 2 216 15 11 16 17 14

16 18
16

15 12 15

11
29

10 8
25

9

15

38

11
19

40

12

63

104

51

62

97

52

0

20

40

60

80

100

120

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)

 

（10）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

の状 況
じょうきょう

  

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

の推移
す い い

 

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

の推移
す い い

をみると、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

現在
げんざい

、区分
く ぶ ん

４が15人
にん

で

最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで区分
く ぶ ん

３が14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
にんていしゃ

の推移
す い い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料
しりょう

：庁内
ちょうない

調
しら

べ（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

）  
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２ アンケート調査
ちょうさ

からみえる綾部市
あ や べ し

の現状
げんじょう

 

（１）希望
き ぼ う

する暮
く

らし方
かた

  

現在
げんざい

、どのような暮
く

らしをしたいと思
おも

っているかについて、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、

他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「現状
げんじょう

のままでよい」の割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「支援
し え ん

を受
う

けな

がら一人
ひ と り

で暮
く

らしたい」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。また、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「家族
か ぞ く

のいる

自宅
じ た く

で暮
く

らしたい」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状のままでよい

家族のいる自宅で暮らしたい

支援を受けながら一人で暮らしたい

グループホームで暮らしたい

老人ホームなど、既にある他の福祉施設で暮らしたい

その他

無回答

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

78.0

56.4

45.1

10.2

15.4

23.9

6.7

16.7

8.0

0.4

2.6

7.1

1.2

1.3

4.4

1.6

3.8

3.5

2.0

3.8

8.0

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

身体障害

精神障害

知的障害
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（２）外出
がいしゅつ

の際
さい

に困
こま

ること  

外出
がいしゅつ

の際
さい

に困
こま

ることについて、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「利用
り よ う

する建物
たてもの

や乗
の

り物
ぶつ

の設備
せ つ び

（段差
だ ん さ

、トイレ、エレベーターなど）が不備
ふ び

」の割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「経費
け い ひ

がかかる」「人
ひと

の目
め

が気
き

にかかる」「人
ひと

と話
はな

すことが困難
こんなん

」の割合
わりあい

が高
たか

く

なっています。障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

では「子
こ

どもは大勢
おおぜい

のところや騒
さわ

がしいところが苦手
に が て

」

「人
ひと

の目
め

が気
き

にかかる」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 児童
じ ど う

については、項目
こうもく

なし 

※２ 身体
しんたい

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

については項目
こうもく

なし  

％

交通機関の利用が不便（バス
の本数、駅から遠いなど）

道路が利用しにくい（点字ブロッ
ク、歩道など）

利用する建物や乗り物の設備
（段差、トイレ、エレベーターな
ど）が不備

移動支援のサービス（ガイドヘ
ルパーなど）が希望通りに受け
られない（※１）

介助者がいない

経費がかかる

人の目が気にかかる

人と話すことが困難（※１）

子どもは大勢のところや騒がし
いところが苦手（※２）

子どもが手をつないで歩けない
ので危険（※２）

外出に必要な情報が得られな
い

その他

無回答（※１）

22.4

3.9

16.1

2.7

5.1

17.6

3.9

3.9

－

－

2.0

5.1

44.7

24.4

2.6

6.4

2.6

3.8

24.4

19.2

16.7

－

－

5.1

7.7

35.9

23.9

0.9

3.5

3.5

5.3

16.8

8.8

11.5

－

－

4.4

2.7

45.1

9.4

3.1

12.5

－

3.1

0.0

28.1

－

31.3

9.4

0.0

12.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

－

身体障害（回答者数 = 255）

精神障害（回答者数 = 78）

知的障害（回答者数 = 113）

児童 （回答者数 = 32)
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（３）災害
さいがい

のときに困
こま

ること  

災害
さいがい

のときに困
こま

ることについて、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

まで行
い

けない（坂
さか

や階段
かいだん

がある、避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

が遠
とお

いなど）」の割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

で

「近所
きんじょ

に頼
たよ

れる人
にん

がいない」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。また、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

がわからない」「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

でのコミュニケーションが不安
ふ あ ん

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

さらに、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

では、「子
こ

どもが避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

で大勢
おおぜい

の中
なか

で過
す

ごせるか不安
ふ あ ん

」

の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 児童
じ ど う

については、項目
こうもく

なし 

※２ 身体
しんたい

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

については項目
こうもく

なし  

身体障害（回答者数 = 255）

精神障害（回答者数 = 78）

知的障害（回答者数 = 113）

児童 （回答者数 = 32)

％

避難場所がわからない

避難場所まで行けない
（坂や階段がある、避難
場所が遠いなど）

緊急時の介助者がいない

近所に頼れる人がいない

緊急時に情報を得る手段
がない

避難場所で介助や医療
的ケアなどが受けられる
か不安

避難場所でのコミュニ
ケーションが不安（※１）

子どもが避難場所で大勢
の中で過ごせるか不安（※

２）

子どもが物資の配布の時
などに一緒に列に並ぶこ
とができるか不安（※２）

特に困ることがない

その他

無回答（※１）

5.5

20.0

9.8

5.9

7.8

17.6

12.2

－

－

33.7

7.5

16.1

11.5

10.3

5.1

15.4

5.1

19.2

21.8

－

－

34.6

5.1

14.1

16.8

9.7

4.4

6.2

7.1

10.6

36.3

－

－

31.0

2.7

16.8

18.8

6.3

0.0

15.6

9.4

15.6

－

56.3

34.4

18.8

25.0

0 10 20 30 40 50 60

－
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（４）「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

」の認知度
に ん ち ど

  

「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

」の認知度
に ん ち ど

について、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「法律
ほうりつ

の名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

らない」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）各障害者
かくしょうがいしゃ

で構成
こうせい

された関係
かんけい

団体
だんたい

への参加
さ ん か

意向
い こ う

  

各障害者
かくしょうがいしゃ

で構成
こうせい

された関係
かんけい

団体
だんたい

への参加
さ ん か

意向
い こ う

について、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に

比
くら

べ、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「入
はい

ってみたい」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法律の名前も内容も知っている

法律の名前は知っているが、内容は知らない

法律の名前も内容も知らない

無回答

すでに入っている 入ってみたい 入りたくない 無回答

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

5.5

6.4

2.7

25.5

25.6

15.0

58.0

53.8

71.7

11.0

14.1

10.6

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

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

7.1

17.9

20.4

5.5

21.8

6.2

66.3

43.6

52.2

21.2

16.7

21.2

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

身体障害

精神障害

知的障害

身体障害

精神障害

知的障害
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（６）障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

に加入
かにゅう

したくない理由
り ゆ う

  

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

に加入
かにゅう

したくない理由
り ゆ う

について、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「体調
たいちょう

や健康
けんこう

に不安
ふ あ ん

があるから」の割合
わりあい

が、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「忙
いそが

しいから」｢知
し

っている人
ひと

がいないから｣「コミュニケーションが困難
こんなん

だから」の割合
わりあい

が高
たか

くなってい

ます。また、身体
しんたい

障害
しょうがい

､精神
せいしん

障害
しょうがい

で「外出
がいしゅつ

が困難
こんなん

だから」の割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「人
ひと

づきあいが苦手
に が て

だから」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

  

身体障害 （回答者数 = 169）

精神障害 （回答者数 = 34）

知的障害 （回答者数 = 59）

％

活動内容がわからないから

外出が困難だから

忙しいから

知っている人がいないから

体調や健康に不安があるから

人づきあいが苦手だから

コミュニケーションが困難だから

その他

無回答

39.6

23.1

23.1

20.7

22.5

19.5

7.1

10.1

2.4

44.1

23.5

11.8

11.8

29.4

35.3

23.5

5.9

0.0

40.7

8.5

30.5

27.1

6.8

39.0

30.5

13.6

1.7

0 10 20 30 40 50
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（７）障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

での希望
き ぼ う

する取組
とりくみ

  

① 障害者
しょうがいしゃ

（18歳
さい

以上
いじょう

） 

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

での希望
き ぼ う

する取組
とりくみ

について、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、障害者
しょうがいしゃ

（18歳
さい

以上
いじょう

）では、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「災害
さいがい

時
じ

、緊急
きんきゅう

時
じ

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

、通信
つうしん

体制
たいせい

、避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

」の割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「仕事
し ご と

につくことを容易
よ う い

にするための障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

制度
せ い ど

の充実
じゅうじつ

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。また、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「福祉的
ふくしてき

に配慮
はいりょ

さ

れた働
はたら

く場
ば

や活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

（障害者
しょうがいしゃ

の通所
つうしょ

施設
し せ つ

等
など

）」「障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

でき

る入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の整備
せ い び

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

身体障害 （回答者数 = 255）

精神障害 （回答者数 = 78）

知的障害 （回答者数 = 113）

％

障害児者が暮らしやすい住宅
の整備

福祉的に配慮された働く場や活
動の場の確保（障害者の通所
施設等）

機能訓練等の専門的な早期訓
練の実施

在宅福祉サービスの充実（短期
入所、居宅介護、日中一時支援
等）

障害者が安心して生活できる入
所施設の整備

グループホームの整備

生活支援センターの充実

年金、手当などの経済的援助
の充実

医療費の負担軽減

仕事につくことを容易にするた
めの障害者雇用制度の充実

道路、交通機関、公共建築物等
の利用を容易にするための施
設の充実

手話通訳、要約筆記、ガイドヘ
ルパーの養成・派遣の充実

障害者福祉関係の情報提供の
充実

20.4

13.7

6.7

12.2

16.1

3.5

8.2

47.8

34.5

11.8

14.5

3.9

9.0

3.9

28.2

0.0

0.0

11.5

25.6

14.1

19.2

53.8

33.3

28.2

0.0

0.0

11.5

19.5

24.8

5.3

13.3

30.1

16.8

23.0

44.2

25.7

14.2

7.1

0.0

4.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

％

スポーツ、文化活動に対する援
助

障害児者のためのパソコン教
室等、生涯学習の場の充実

災害時、緊急時の情報提供、通
信体制、避難誘導対策の充実

地域の人々との交流の機会の
拡大や障害者への理解を深め
るための教育の充実

障害者差別解消法の周知

綾部市手話言語の確立及び多
様なコミュニケーション手段の
促進に関する条例の周知

外出時の移送サービスの充実

就労・就学や地域の活動の場
でのコミュニケーション支援の
充実

契約行為や金銭管理へのサ
ポート体制の充実

ボランティア活動への支援

その他

無回答

3.9

5.5

20.0

2.4

6.7

2.0

21.2

2.0

3.5

2.7

0.0

23.1

3.8

6.4

7.7

3.8

12.8

5.1

21.8

0.0

5.1

3.8

1.3

20.5

1.8

3.5

8.0

5.3

10.6

0.9

11.5

6.2

8.8

0.9

1.8

25.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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② 障害児
しょうがいじ

（18歳
さい

未満
み ま ん

） 

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

での希望
き ぼ う

する取組
とりくみ

について、障害児
しょうがいじ

（18歳
さい

未満
み ま ん

）では、「年金
ねんきん

、手当
て あ て

などの経済的
けいざいてき

援助
えんじょ

の充実
じゅうじつ

」の割合
わりあい

が最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「通所
つうしょ

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

の

福祉的
ふくしてき

に配慮
はいりょ

された働
はたら

く場
ば

や活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

」「仕事
し ご と

につくことを容易
よ う い

にするための

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

制度
せ い ど

の充実
じゅうじつ

」「就労
しゅうろう

・就学
しゅうがく

の場
ば

でのコミュニケーション支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

」

となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 32 ％

障害児者が暮らしやすい住宅
の整備

通所サービス事業所等の福祉
的に配慮された働く場や活動の
場の確保

機能訓練等の専門的な早期訓
練の実施

在宅福祉サービスの充実

障害者が安心して生活できる入
所施設の整備

グループホームの整備

生活支援センターの充実

年金、手当などの経済的援助
の充実

医療費の負担軽減

仕事につくことを容易にするた
めの障害者雇用制度の充実

道路、交通機関、公共建築物等
の利用を容易にするための施
設の充実

手話通訳、要約筆記、ガイドヘ
ルパーの養成・派遣の充実

21.9

37.5

21.9

15.6

21.9

15.6

9.4

43.8

28.1

37.5

6.3

6.3

0 10 20 30 40 50 60

％

障害者福祉関係の情報提供の
充実

スポーツ、文化活動に対する援
助

障害児者のためのパソコン教
室等、生涯学習の場の充実

災害時、緊急時の情報提供、通
信体制、避難誘導対策の充実

地域の人々との交流の機会の
拡大や障害者への理解を深め
るための教育の充実

障害者差別解消法の周知

外出時の移送サービスの充実

就労・就学の場でのコミュニ
ケーション支援の充実

契約行為や金銭管理へのサ
ポート体制の充実

ボランティア活動への支援

その他

15.6 

6.3 

12.5 

12.5 

28.1 

9.4 

9.4 

37.5 

3.1 

3.1 

3.1 

0 10 20 30 40 50 60
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３ 前計画
ぜんけいかく

の評価
ひょうか

及
およ

び課題
か だ い

 

本市
ほ ん し

の障害児者
しょうがいじしゃ

を取
と

り巻
ま

く課題
か だ い

を、アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

、事業
じぎょう

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

から、

前計画
ぜんけいかく

の主要
しゅよう

部分
ぶ ぶ ん

ごとに整理
せ い り

しました。 

 

「主要
しゅよう

部分
ぶ ぶ ん

１．住
す

みよいまちづくりの推進
すいしん

」についての課題
か だ い

 

本市
ほ ん し

では、交流
こうりゅう

や理解
り か い

学習
がくしゅう

を通
つう

じた研修
けんしゅう

、教育
きょういく

、啓発
けいはつ

活動
かつどう

を支援
し え ん

してきました

が、アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

をみると、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひと

への理解
り か い

が進
すす

む中
なか

で、「地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

や集
あつ

まりの場
ば

」「販売店
はんばいてん

や飲食店
いんしょくてん

などのお店
みせ

」での障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

が深
ふか

まっ

ていないと感
かん

じる障害
しょうがい

のある人
ひと

も多
おお

く、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

の認知度
に ん ち ど

について内容
ないよう

ま

で知
し

っている割合
わりあい

は、各障害
かくしょうがい

ともに数
すう

％に止
とど

まっています。 

このことから、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

や手話
し ゅ わ

コミ条例
じょうれい

の目的
もくてき

とする共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

の視点
し て ん

からも、市民
し み ん

の障害
しょうがい

への理解
り か い

を深
ふか

め、差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

の解消
かいしょう

のため周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を継続
けいぞく

するとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

が積極的
せっきょくてき

に社会
しゃかい

活動
かつどう

に参画
さんかく

できるよう配慮
はいりょ

することが

求
もと

められます。 

また、公共
こうきょう

施設
し せ つ

や道路
ど う ろ

、交通
こうつう

の環境
かんきょう

整備
せ い び

及
およ

び改善
かいぜん

に努
つと

めてきましたが、アンケー

ト調査
ちょうさ

結果
け っ か

をみると、外出
がいしゅつ

する際
さい

の困
こま

りごとについては、全
すべ

ての障害
しょうがい

種別
しゅべつ

で「交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

が不便
ふ べ ん

（バスの本数
ほんすう

、駅
えき

から遠
とお

いなど）」が最
もっと

も多
おお

く、身体
しんたい

障害
しょうがい

では「利用
り よ う

する建物
たてもの

や乗
の

り物
ぶつ

の設備
せ つ び

（段差
だ ん さ

、トイレ、エレベーターなど）が不備
ふ び

」の割合
わりあい

も高
たか

く

なっています。 

このことから、障害
しょうがい

のある人
ひと

が、安心
あんしん

して移動
い ど う

できるためには、誰
だれ

もが安全
あんぜん

・安心
あんしん

に外出
がいしゅつ

できるよう、交通
こうつう

の利便性
りべんせい

や施設
し せ つ

整備
せ い び

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ることが求
もと

められています。 

さらに、障害
しょうがい

のある人
ひと

に配慮
はいりょ

した防災
ぼうさい

、防犯
ぼうはん

対策
たいさく

などについてアンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

をみると、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「災害
さいがい

時
じ

、緊急
きんきゅう

時
じ

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

、通信
つうしん

体制
たいせい

、避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

対策
たいさく

の

充実
じゅうじつ

」が求
もと

められています。 
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災害
さいがい

のときに困
こま

ることについて、身体
しんたい

障害
しょうがい

では、「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

まで行
い

けない（坂
さか

や階段
かいだん

がある、避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

が遠
とお

いなど）」が20.0％と高
たか

く、次
つ

いで「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

で介助
かいじょ

や医療的
いりょうてき

ケアなどが受
う

けられるか不安
ふ あ ん

」が17.6％、知的
ち て き

障害
しょうがい

では、「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

でのコミュニケ

ーションが不安
ふ あ ん

」が36.3％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

がわからない」が16.8%、

精神
せいしん

障害
しょうがい

では、「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

でのコミュニケーションが心配
しんぱい

」が21.8%と最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

で介助
かいじょ

や医療的
いりょうてき

ケアなどが受
う

けられるか不安
ふ あ ん

」が19.2％となってい

ます。 

そのため、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

における避難
ひ な ん

行動
こうどう

に支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

に対
たい

して、地域
ち い き

の人々
ひとびと

が

協 力
きょうりょく

して助
たす

け合
あ

う共助
きょうじょ

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

む視点
し て ん

と、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた配慮
はいりょ

の視点
し て ん

をもち、その在
あ

り方
かた

について検討
けんとう

する必要
ひつよう

があります。 

 

アンケートにあった主
おも

な意見
い け ん

 

◼ 飲食店
いんしょくてん

で車
くるま

いすでの入店
にゅうてん

を断
ことわ

られて以来
い ら い

、迷惑
めいわく

にならないように行
い

かないよ

うにした。（身体
しんたい

） 

◼ 仕事
し ご と

をがんばる気力
きりょく

は充分
じゅうぶん

にあっても通勤
つうきん

手段
しゅだん

が無
な

く、就労
しゅうろう

を諦
あきら

めてしまう人
ひと

が多
おお

くいるのではないか。地域
ち い き

に密着
みっちゃく

した交通
こうつう

機関
き か ん

の充実
じゅうじつ

を希望
き ぼ う

する。（知的
ち て き

） 

◼ 人
ひと

の多
おお

い所
しょ

がとても疲
つか

れる。（知的
ち て き

） 

◼ 精神
せいしん

障害
しょうがい

は人
ひと

から見
み

てわからないため、理解
り か い

や協 力
きょうりょく

が得
え

られにくい。（精神
せいしん

） 

◼ 音
おと

に敏感
びんかん

なため電車
でんしゃ

、スーパーなどとてもうるさく感
かん

じる。（精神
せいしん

） 

◼ 障害
しょうがい

があっても近所
きんじょ

の子
こ

ども同士
ど う し

で遊
あそ

べると良
よ

い。（児童
じ ど う

） 

 

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

及
およ

び綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

での主
おも

な意見
い け ん

 

◼ 災害
さいがい

時
じ

の問題
もんだい

で日
ひ

ごろから地域
ち い き

の人
ひと

たちとコミュニケーションを取
と

ることは、

大変
たいへん

重要
じゅうよう

。障害
しょうがい

をもっている人
ひと

について自治会
じ ち か い

や組内
くみうち

で知
し

ってもらう為
ため

にも、

日
ひ

ごろの挨拶
あいさつ

や地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

など常
つね

に外
そと

に出
で

る事
こと

が大切
たいせつ

。 

◼ 避難所
ひなんじょ

で聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して情報
じょうほう

が得
え

られるよう、音声
おんせい

だけではなく、

視覚
し か く

での情報
じょうほう

伝達
でんたつ

などの工夫
く ふ う

が必要
ひつよう

。 

◼ 発達
はったつ

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

など、見
み

えにくい障害
しょうがい

だからこそ、正
ただ

しい知識
ち し き

や対応
たいおう

を

多
おお

くの人
ひと

に知
し

ってもらいたい。 
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「主要
しゅよう

部分
ぶ ぶ ん

２．福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

」についての課題
か だ い

 

各種
かくしゅ

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

については、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

やグループホ

ームなどが充実
じゅうじつ

してきたものの、なお不足
ふ そ く

している状 況
じょうきょう

であり、行動援護
こうどうえんご

や短期
た ん き

入所
にゅうしょ

などのサービスについては受
う

け入
い

れ事業所
じぎょうしょ

や受
う

け入
い

れ体制
たいせい

が不十分
ふじゅうぶん

で必要
ひつよう

なサ

ービスが提供
ていきょう

できていないという課題
か だ い

があります。 

相談
そうだん

体制
たいせい

についても、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

を充実
じゅうじつ

させるなどの対応
たいおう

をしている

ところですが相談
そうだん

内容
ないよう

は深刻
しんこく

なものや、困難
こんなん

ケースが多
おお

く十分
じゅうぶん

に受
う

け止
と

めきれていな

い現状
げんじょう

があり、更
さら

なる強化
きょうか

が求
もと

められています。 

また、訪問
ほうもん

生活
せいかつ

介護
か い ご

など重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える施策
し さ く

も展開
てんかい

してい

ますが、重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

の施設
し せ つ

が近
きん

隣
りん

になく、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

や短期
た ん き

入所
にゅうしょ

を利用
り よ う

しに

くい課題
か だ い

があります。 

本市
ほ ん し

では、発達期
はったつき

における乳幼児
にゅうようじ

の障害
しょうがい

に対
たい

しては、早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

に努
つと

め

てきたところで、アンケート調査
ちょうさ

においても、知的
ち て き

障害
しょうがい

が判明
はんめい

した年齢
ねんれい

については「０

歳
さい

～５歳
さい

」（44.2％）が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「６歳
さい

～12歳
さい

」（23.0％）となっていま

す。知的
ち て き

障害
しょうがい

が判明
はんめい

した経緯
け い い

についてみると、「学校
がっこう

の先生
せんせい

から言
い

われた」（22.1％）

が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「出 生
しゅっしょう

時
じ

や出 生 前
しゅっしょうまえ

診断
しんだん

により医師
い し

から言
い

われた」（18.6％）、

「乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

で言
い

われた」（14.2％）となっています。 

今後
こ ん ご

も、乳幼児期
にゅうようじき

における健康診査
けんこうしんさ

などにおいて、疾病
しっぺい

・障害
しょうがい

や育児
い く じ

困難
こんなん

など、子
こ

どもの成長
せいちょう

や発達
はったつ

に影響
えいきょう

を与
あた

える事項
じ こ う

の早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

めるとともに、未受診者
みじゅしんしゃ

の

把握
は あ く

に努
つと

め、受診
じゅしん

を促
うなが

していくなどの体制
たいせい

及
およ

び連携
れんけい

の強化
きょうか

が更
さら

に求
もと

められます。 

一方
いっぽう

、身体
しんたい

障害
しょうがい

のある人
ひと

の年齢
ねんれい

については、手帳
てちょう

交付者数
こうふしゃすう

でみると65歳
さい

以上
いじょう

が

84.8％と高齢化
こうれいか

が顕著
けんちょ

になっています。 

今後
こ ん ご

も、障害
しょうがい

のある人
ひと

の重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」を見据
み す

え、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

える地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

などの整備
せ い び

が求
もと

められています。障害
しょうがい

の

ある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の教育
きょういく

に必要
ひつよう

なことについて問
と

う設問
せつもん

では、「教育
きょういく

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

」が75.0％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の個々
こ こ

のニーズに

応
おう

じた学習
がくしゅう

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

」が68.8％、「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の理解
り か い

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

」が65.6％

となっています。 
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本市
ほ ん し

の小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

では、学校
がっこう

生活
せいかつ

において学習
がくしゅう

支援
し え ん

や介助
かいじょ

が必要
ひつよう

となる児童
じ ど う

生徒
せ い と

に適
てき

切
せつ

に対応
たいおう

するため、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援員
しえんいん

及
およ

び介助員
かいじょいん

を独自
ど く じ

に配置
は い ち

してきました。

今後
こ ん ご

も、障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

や教育
きょういく

ニーズに応
おう

じた適切
てきせつ

な指導
し ど う

を提供
ていきょう

できるようにするた

め、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

という多様
た よ う

な学
まな

びの場
ば

のそれぞれの充実
じゅうじつ

を図
はか

り、インクルーシブ教育
きょういく

を推進
すいしん

していく必要
ひつよう

がありま

す。また、子
こ

どもたちが希望
き ぼ う

を持
も

って生涯
しょうがい

を過
す

ごすことができるよう、就学前
しゅうがくまえ

から

卒業後
そつぎょうご

にわたる切
き

れ目
め

ない指導
し ど う

と支援
し え ん

、発達
はったつ

に関
かん

する相談
そうだん

、進路
し ん ろ

選択
せんたく

における相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

う体制
たいせい

整備
せ い び

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。 

また本市
ほ ん し

では、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の継続的
けいぞくてき

な療育
りょういく

と保護者
ほ ご し ゃ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

のための

施策
し さ く

を充実
じゅうじつ

させるとともに、医療的
いりょうてき

ケアを要
よう

する障害児者
しょうがいじしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、

施策
し さ く

を展開
てんかい

してきましたが、今後
こ ん ご

も関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した包括的
ほうかつてき

かつ重層的
じゅうそうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

と、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

や放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスなど障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

が

望
のぞ

まれます。 

 

アンケートにあった主
おも

な意見
い け ん

 

◼ 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

は充実
じゅうじつ

しつつあるが、まだ必要
ひつよう

な人
ひと

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が

十分
じゅうぶん

には行
い

き届
とど

いていないと思
おも

う。（知的
ち て き

） 

◼ グループホームの生活
せいかつ

も地域
ち い き

での生活
せいかつ

もどちらもできるべき。（知的
ち て き

） 

◼ 親
おや

が高齢
こうれい

になると障害
しょうがい

のある子
こ

どもの将来
しょうらい

のことが心配
しんぱい

で、考
かんが

えない日
び

はな

い。（知的
ち て き

） 

◼ 綾部市
あ や べ し

に重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

でも利用
り よ う

できる、医療
いりょう

機能
き の う

のついた入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

ができて欲
ほ

し

い。（知的
ち て き

） 

◼ 医療的
いりょうてき

ケアのできる短期
た ん き

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が遠方
えんぽう

で、本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

が大
おお

きく、預
あず

け

ることを諦
あきら

めてしまう。（知的
ち て き

） 

◼ 早期
そ う き

療育
りょういく

できる場所
ば し ょ

が少
すく

なく、遠
とお

くに行
い

かなければならない。（児童
じ ど う

） 

◼ 療育
りょういく

教室
きょうしつ

（あいむ）の受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

や就学後
しゅうがくご

も通
かよ

える療育
りょういく

の場
ば

の整備
せ い び

をしてほしい。（児童
じ ど う

） 

◼ 子
こ

どもの発達
はったつ

段階
だんかい

に応
おう

じて現
あらわ

れる悩
なや

みなどを、就学前
しゅうがくまえ

もその後
ご

も継続
けいぞく

して相談
そうだん

できる場所
ば し ょ

がほしい。（児童
じ ど う

） 

◼ 障害
しょうがい

があっても地域
ち い き

の学校
がっこう

へ通
かよ

わせたい。（児童
じ ど う

） 

◼ 地域
ち い き

の小学校
しょうがっこう

に１、２年生
ねんせい

の時
とき

通学
つうがく

させてもらって、同学年
どうがくねん

や他
た

学年
がくねん

の子
こ

たち

との関
かか

わりをもたせてもらえて貴重
きちょう

な２年間
ねんかん

を過
す

ごせた。（児童
じ ど う

） 

◼ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

以外
い が い

の先生方
せんせいがた

にも、もう少
すこ

し発達
はったつ

障害
しょうがい

について知識
ち し き

を持
も

ってもら

いたい。（児童
じ ど う

） 
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綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

及
およ

び綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

での主
おも

な意見
い け ん

 

◼ 地域
ち い き

で、当
あ

たり前
まえ

に暮
く

らし続
つづ

けたいと思
おも

われていても、在宅
ざいたく

サービスや施設
し せ つ

サー

ビスが乏
とぼ

しいために他
た

地域
ち い き

へ移
うつ

らざるを得
え

ない人
ひと

がおられることが、一番
いちばん

の課題
か だ い

と思
おも

う。 

◼ 身体
しんたい

障害
しょうがい

にとって、リハビリは不可欠
ふ か け つ

なものです。大
おお

きくなれば、少
すこ

しでも

生活
せいかつ

しやすいように筋
きん

緊張
きんちょう

や骨
ほね

の変形
へんけい

の予防
よ ぼ う

、成長
せいちょう

過程
か て い

では、関節
かんせつ

の痛
いた

みな

ど、身体
しんたい

のみならず不安
ふ あ ん

を継続的
けいぞくてき

に相談
そうだん

できる所
ところ

があると有難
ありがた

い。 

◼ 学齢期
がくれいき

になってから学習
がくしゅう

障害
しょうがい

などの症 状
しょうじょう

が明
あき

らかになったり、保護者
ほ ご し ゃ

の認識
にんしき

が変
か

わることで支援
し え ん

につながるケースも多
おお

い。舞鶴
まいづる

こども療育
りょういく

センターの初診
しょしん

は半年
はんとし

待
ま

ちとなるなど、それまでに綾部
あ や べ

市内
し な い

で子
こ

どもの発達
はったつ

の相談
そうだん

やアセスメン

トを行
おこな

える機関
き か ん

やシステムの構築
こうちく

が望
のぞ

まれる。 

 

 

 

「主要
しゅよう

部分
ぶ ぶ ん

３．社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

」についての課題
か だ い

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で働
はたら

ける場
ば

の確保
か く ほ

と就労
しゅうろう

の定着
ていちゃく

について、アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

からは精神
せいしん

障害
しょうがい

で「仕事
し ご と

につくことを容易
よ う い

にするための障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

制度
せ い ど

の充実
じゅうじつ

」

を求
もと

める割合
わりあい

が高
たか

くなっているとともに、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「福祉的
ふくしてき

に配慮
はいりょ

された働
はたら

く場
ば

や活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

（障害者
しょうがいしゃ

の通所
つうしょ

施設
し せ つ

等
など

）」を求
もと

める割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

このことから、障害
しょうがい

のある人
ひと

の 働
はたら

く場
ば

を確保
か く ほ

するため、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

や

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、就労
しゅうろう

につなげる支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させる

とともに、多様
た よ う

な働
はたら

き方
がた

を保障
ほしょう

する福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の場
ば

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。 

また、スポーツ・レクリエーションや文化
ぶ ん か

活動
かつどう

は生活
せいかつ

をより豊
ゆた

かにし、障害
しょうがい

のある

人
ひと

の生
い

きがいや社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

につながることから、これらの充実
じゅうじつ

により障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

とない人
ひと

が相互
そ う ご

の理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

り、能力
のうりょく

や個性
こ せ い

、意欲
い よ く

に応
おう

じて積極的
せっきょくてき

に社会
しゃかい

参加
さ ん か

できる環境
かんきょう

を推進
すいしん

していくことも

求
もと

められています。 

さらに、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の団体
だんたい

活動
かつどう

も、会員
かいいん

相互
そ う ご

の交流
こうりゅう

や市民
し み ん

啓発
けいはつ

などに重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を担
にな

っており、その活動
かつどう

内容
ないよう

などを積極的
せっきょくてき

に周知
しゅうち

することが必要
ひつよう

です。 
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アンケートにあった主
おも

な意見
い け ん

 

◼ 以前
い ぜ ん

勤務
き ん む

していた会社
かいしゃ

では病気
びょうき

を説明
せつめい

したが理解
り か い

されなかった。（身体
しんたい

） 

◼ 安心
あんしん

できる生活費
せいかつひ

を得
え

るために、作業所
さぎょうしょ

など（福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の場
ば

）での工賃
こうちん

を

最低
さいてい

賃金
ちんぎん

にしてほしい。（身体
しんたい

） 

◼ 職場
しょくば

で上司
じょうし

が異動
い ど う

すると自分
じ ぶ ん

の障害
しょうがい

について理解
り か い

してもらうのに時間
じ か ん

がかかっ

たり、誤解
ご か い

されたりした。（知的
ち て き

） 

◼ 卒業後
そつぎょうご

、綾部
あ や べ

市内
し な い

で働
はたら

きたい。（知的
ち て き

） 

◼ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の枠
わく

を拡大
かくだい

してほしい。（精神
せいしん

） 

◼ 綾部
あ や べ

市内
し な い

にも A型
がた

事業所
じぎょうしょ

や、多
おお

くの障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

をしてくれる会社
かいしゃ

がたくさんあ

るとありがたい。（精神
せいしん

） 

◼ 同
おな

じ障害
しょうがい

や病気
びょうき

の家族
か ぞ く

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

の場
ば

があると嬉
うれ

しい。（児童
じ ど う

） 

 

 

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

及
およ

び綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

での主
おも

な意見
い け ん

 

◼ 就労
しゅうろう

支援
し え ん

・定着
ていちゃく

支援
し え ん

の制度
せ い ど

が充実
じゅうじつ

していますが、その制度
せ い ど

の利用
り よ う

が少
すく

なく思
おも

われる。 

◼ 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

し、一定
いってい

継続
けいぞく

して働
はたら

いている障害
しょうがい

のある人
ひと

たちは、支援
し え ん

の手
て

が、

途切
と ぎ

れてしまう場合
ば あ い

が多
おお

いと思
おも

います。家庭
か て い

と、職場
しょくば

との往復
おうふく

で一日
いちにち

が終
お

わり、

話
はなし

や相談
そうだん

する機会
き か い

が少
すく

ないことで様々
さまざま

な問題
もんだい

を抱
かか

えている方
かた

が多
おお

い。 

◼ 精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

におけるピアサポートや家族
か ぞ く

支援
し え ん

、発達
はったつ

障害
しょうがい

支援
し え ん

のペアレントメ

ンターなどの重要性
じゅうようせい

が強 調
きょうちょう

される中
なか

で、当事者
とうじしゃ

および家族
か ぞ く

がまとまっての

発信
はっしん

が地域的
ちいきてき

にかなり難
むずか

しくなっているように感
かん

じる。 
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「主要
しゅよう

部分
ぶ ぶ ん

４．推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

」についての課題
か だ い

 

介護
か い ご

・福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

を進
すす

めるため、若年層
じゃくねんそう

を含
ふく

む幅広
はばひろ

い年代
ねんだい

が福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

に魅力
みりょく

を抱
いだ

き関心
かんしん

を深
ふか

めてもらうよう働
はたら

きかける必要
ひつよう

があります。そのためには、子
こ

どもや

学生
がくせい

などが福祉
ふ く し

施設
し せ つ

において、直接
ちょくせつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

と交流
こうりゅう

するような地域
ち い き

交流
こうりゅう

の場
ば

や体験型
たいけんがた

学習
がくしゅう

、職場
しょくば

体験
たいけん

などを行
おこな

い、障害
しょうがい

のある人
ひと

とのふれあいを通
とお

し、障害
しょうがい

に

対
たい

する理解
り か い

を促進
そくしん

することが必要
ひつよう

です。 

人材
じんざい

の育成
いくせい

に当
あ

たっては、障害
しょうがい

がある人
ひと

の人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

状 況
じょうきょう

や障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた専門性
せんもんせい

の高
たか

い支援
し え ん

が提供
ていきょう

できるスキルアップの機会
き か い

が

重要
じゅうよう

です。 

 

アンケートにあった主
おも

な意見
い け ん

 

◼ 福祉
ふ く し

フロンティアのおかげで、この地
ち

で暮
く

らしていける。（身体
しんたい

） 

◼ 障害者
しょうがいしゃ

に携
たずさ

わる関係者
かんけいしゃ

（職員
しょくいん

、教員
きょういん

）のレベルアップをしてほしい。

（知的
ち て き

） 

◼ 精神
せいしん

障害
しょうがい

により買
か

い物
ぶつ

や食事
しょくじ

などで辛
つら

い時
とき

があり、ヘルパーなどにより、日常
にちじょう

生活
せいかつ

をサポートしてもらいたいが充実
じゅうじつ

していない。（精神
せいしん

） 

◼ 相談
そうだん

した職員
しょくいん

の方
かた

の知識
ち し き

がなく、こちらが詳
くわ

しい説明
せつめい

をしなければならなかっ

た。（児童
じ ど う

） 

 

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

及
およ

び綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

での主
おも

な意見
い け ん

 

◼ 必要
ひつよう

とされる事業
じぎょう

も人材
じんざい

不足
ぶ そ く

でできない状 況
じょうきょう

。日中
にっちゅう

活動
かつどう

の作業所
さぎょうしょ

でも人
ひと

が

不足
ふ そ く

しているが、グループホームやヘルパーなど不規則
ふ き そ く

な勤務
き ん む

になる事業
じぎょう

の募集
ぼしゅう

は大変
たいへん

難
むずか

しくなっている。 

◼ 次
じ

世代
せ だ い

を担
にな

う若者
わかもの

への仕事
し ご と

内容
ないよう

などの啓発
けいはつ

や、市
し

として魅力
みりょく

ある福祉
ふ く し

みたいな

情報
じょうほう

をホームページ、SNS、動画
ど う が

配信
はいしん

などを通
とお

して売
う

り込
こ

んでいってはどう

か。 

◼ 障害児者
しょうがいじしゃ

支援
し え ん

は、“体力
たいりょく

が必要
ひつよう

”“むずかしい”というイメージがあるようだ。

一方
いっぽう

で、障害
しょうがい

への正
ただ

しい理解
り か い

が乏
とぼ

しい支援者
しえんしゃ

がいる実情
じつじょう

も、別
べつ

の課題
か だ い

としてあ

る。この両面
りょうめん

の解決
かいけつ

につながる取組
とりくみ

として、障害児者
しょうがいじしゃ

に関
かか

わっておられるヘル

パー向
む

けなどの研修
けんしゅう

を開
ひら

いてみるのも良
よ

いのではないか。 
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障害児者
しょうがいじしゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に求
もと

められていること 

特
とく

に求
もと

められる施策
し さ く

については、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「災害
さいがい

時
じ

、緊急
きんきゅう

時
じ

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

、通信
つうしん

体制
たいせい

、避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

」を求
もと

める割合
わりあい

が高
たか

く、年金
ねんきん

、手当
て あ て

などの経済的
けいざいてき

援助
えんじょ

の充実
じゅうじつ

、

障害
しょうがい

のある人
ひと

への差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

・理解
り か い

の促進
そくしん

、障害
しょうがい

のある人
ひと

が暮
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

、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

関係
かんけい

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

などを求
もと

める記述
きじゅつ

が多
おお

く見
み

られました。 

精神
せいしん

障害
しょうがい

で「仕事
し ご と

につくことを容易
よ う い

にするための障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

制度
せ い ど

の充実
じゅうじつ

」を求
もと

め

る割合
わりあい

が高
たか

く、市
し

役所
やくしょ

など相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

、年金
ねんきん

、手当
て あ て

などの経済的
けいざいてき

援助
えんじょ

の充実
じゅうじつ

な

どを求
もと

める記述
きじゅつ

が多
おお

く見
み

られました。 

知的
ち て き

障害
しょうがい

で「福祉的
ふくしてき

に配慮
はいりょ

された働
はたら

く場
ば

や活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

（障害者
しょうがいしゃ

の通所
つうしょ

施設
し せ つ

等
など

）」

「障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の整備
せ い び

」を求
もと

める割合
わりあい

が高
たか

く、障害
しょうがい

のある

人
ひと

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の整備
せ い び

、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

関係
かんけい

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

など

を求
もと

める記述
きじゅつ

が多
おお

く見
み

られました。 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

で「年金
ねんきん

、手当
て あ て

などの経済的
けいざいてき

援助
えんじょ

の充実
じゅうじつ

」を求
もと

める割合
わりあい

が高
たか

く、

障害
しょうがい

のある子
こ

ども向
む

けの教育
きょういく

施設
し せ つ

や一時預
いちじあず

かりの充実
じゅうじつ

、障害
しょうがい

のある人
ひと

が暮
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

などを求
もと

める記述
きじゅつ

が多
おお

く見
み

られました。 

  



 
31 

 

第
だい

章
しょう

    分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

 

 

１ 障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
とう

の推進
すいしん

 

年齢
ねんれい

や障害
しょうがい

の有
う

無
む

などにかかわらず、お互
たが

いに理解
り か い

と信頼
しんらい

を深
ふか

め、共
とも

に助
たす

け合
あ

いな

がら暮
く

らしていく共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し、ノーマライゼーション理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

に努
つと

め、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

と相互
そ う ご

理解
り か い

を促進
そくしん

します。また、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

、ボランティアな

どとの連携
れんけい

を図
はか

り、障害
しょうがい

のある人
ひと

がいきいきと生活
せいかつ

できる環境
かんきょう

づくりを推進
すいしん

します。 

加
くわ

えて、判断
はんだん

能力
のうりょく

に不安
ふ あ ん

のある知的
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

の権利
け ん り

を守
まも

るため、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

に努
つと

めます。 

 

 

（１）啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

  

障害
しょうがい

やこころの健康
けんこう

に関
かん

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を得
え

るために、効果的
こうかてき

な普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

市
し

広報紙
こうほうし

、市
し

のホームページ、ＦＭいかるなどを活用
かつよう

し、障害
しょうがい

と障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を得
え

るための啓発
けいはつ

を

行
おこな

います。 

講演会
こうえんかい

などを通
つう

じて、こころの健康
けんこう

づくりに対
たい

する普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を

行
おこな

います。 

精神
せいしん

障害
しょうがい

についての誤解
ご か い

や偏
へん

見
けん

を払拭
ふっしょく

するとともに、発達
はったつ

障害
しょうがい

や高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

についての正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を得
え

るた

め、関係
かんけい

団体
だんたい

と協 力
きょうりょく

し啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 
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（２）地域
ち い き

・家庭
か て い

・学校
がっこう

・職場
しょくば

における福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

  

障害
しょうがい

と障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めるため、地域
ち い き

・家庭
か て い

・学校
がっこう

・

職場
しょくば

において福祉
ふ く し

教育
きょういく

や差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

地域
ち い き

・家庭
か て い

・学校
がっこう

・職場
しょくば

にお

ける福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

などにおいて、障害
しょうがい

と障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

し

い理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

める福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

・学校
がっこう

・職場
しょくば

などにおいて実施
じ っ し

される、障害
しょうがい

と障害
しょうがい

のある

人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を得
え

るための研修
けんしゅう

に講師
こ う し

派遣
は け ん

など

の支援
し え ん

をします。 

障害
しょうがい

と障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を得
え

るための

資料
しりょう

の作成
さくせい

・配布
は い ふ

などにより、家庭
か て い

などにおける理解
り か い

啓発
けいはつ

に努
つと

め

ます。 

 

 

（３）交流
こうりゅう

ふれあいの場
ば

の充実
じゅうじつ

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

が地域
ち い き

でともに暮
く

らす中
なか

で、お互
たが

いの理解
り か い

を深
ふか

めるため、

住民
じゅうみん

同士
ど う し

の地域
ち い き

交流
こうりゅう

を促進
そくしん

し、すべての人
ひと

が交流
こうりゅう

できる機会
き か い

や場
ば

を拡充
かくじゅう

するとと

もに、障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

の様々
さまざま

な場
ば

に参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

づくりを進
すす

めます。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

交流
こうりゅう

ふれあいの場
ば

の充実
じゅうじつ

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

などと地域
ち い き

の学校
がっこう

などとの交流
こうりゅう

の機会
き か い

をもち、

障害
しょうがい

についての正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めます。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

が一緒
いっしょ

に楽
たの

しめるスポーツ大会
たいかい

や、

障害者
しょうがいしゃ

作品展
さくひんてん

を開
かい

催
さい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
り か い

を広
ひろ

め、

障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

の積極的
せっきょくてき

な交流
こうりゅう

を図
はか

ります。 

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

が地域
ち い き

に根
ね

ざし、親
した

しまれるよう、イ

ベントなどによる住民
じゅうみん

とのふれあいや交流
こうりゅう

事業
じぎょう

を積極的
せっきょくてき

に

支援
し え ん

します。 
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（４）権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
とう

の推進
すいしん

(差別
さ べ つ

解消
かいしょう

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

含
ふく

む)  

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

に向
む

け、理解
り か い

不足
ぶ そ く

などの社会的
しゃかいてき

な障壁
しょうへき

を解
かい

消
しょう

して

いく取組
とりくみ

を進
すす

めるとともに、様々
さまざま

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

などに向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

また、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を踏
ふ

まえた自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

するととも

に、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
など

の 推進
すいしん

( 差別
さ べ つ

解消
かいしょう

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

含
ふく

む) 

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

の理念
り ね ん

の理解
り か い

浸透
しんとう

に努
つと

め、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

や

事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

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

において、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

や協議
きょうぎ

を行
おこな

うとともに、事案
じ あ ん

の共有
きょうゆう

を図
はか

りま

す。 

判断
はんだん

能力
のうりょく

に不安
ふ あ ん

のある知的
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

の権利
け ん り

を守
まも

る

ため、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

が適
てき

切
せつ

に利用
り よ う

できるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し

支援
し え ん

できる仕組
し く

みを検討
けんとう

します。 

市
し

の職員
しょくいん

が障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して適切
てきせつ

な応対
おうたい

をしていくため

の指針
し し ん

として策定
さくてい

した職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を活用
かつよう

し、市
し

職員
しょくいん

への

意識
い し き

の啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センターにおいて、虐待
ぎゃくたい

通報
つうほう

等
など

の受理
じ ゅ り

、

虐待
ぎゃくたい

を受
う

けた障害者
しょうがいしゃ

の保護
ほ ご

、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

に対
たい

する

広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

等
とう

を実施
じ っ し

します。 
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２ 自立
じ り つ

した生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

や家庭
か て い

で障害
しょうがい

のある人
ひと

が暮
く

らせるよう、一人
ひ と り

ひとりの多様
た よ う

な障害
しょうがい

の特性
とくせい

や程度
て い ど

、多様
た よ う

なニーズに対応
たいおう

した障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、

グループホームなど地域
ち い き

における生活
せいかつ

基盤
き ば ん

の整
せい

備
び

に引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

みます。 

また、障害
しょうがい

のある人
ひと

が気軽
き が る

に身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で相談
そうだん

ができ、適切
てきせつ

な支援
し え ん

が受
う

けられるよ

う、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

の体制
たいせい

充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

を図
はか

ります。 

 

（１）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

のニーズに応
おう

じて、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

む上
うえ

での支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、サービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるよう、居宅
きょたく

介護
か い ご

などの訪問
ほうもん

系
けい

サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の希望
き ぼ う

や障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた活躍
かつやく

の場
ば

が提供
ていきょう

でき

るよう、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

などの日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス

基盤
き ば ん

の拡充
かくじゅう

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

を 補
おぎな

ったり、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の不便
ふ べ ん

を軽減
けいげん

できるよう、補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

を支給
しきゅう

します。 
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（２）相談
そうだん

体制
たいせい

の強化
きょうか

・充実
じゅうじつ

  

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の関係
かんけい

機関
き か ん

などとの連携
れんけい

強化
きょうか

や障害者
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

の体制
たいせい

充実
じゅうじつ

、

インターネットなどを活用
かつよう

した相談
そうだん

支援
し え ん

など、障害
しょうがい

のある人
ひと

が相談
そうだん

しやすい体制
たいせい

の

整備
せ い び

、充実
じゅうじつ

を図
はか

り、多様
た よ う

な相談
そうだん

内容
ないよう

やニーズに応
こた

えます。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

相談
そうだん

体制
たいせい

の強化
きょうか

・充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

・就労
しゅうろう

などに対
たい

する

幅広
はばひろ

いニーズを把握
は あ く

し、適切
てきせつ

な支援
し え ん

へつなぐ障害者
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

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターによるサポートを

行
おこな

います。 

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

による相談
そうだん

やピア（当事者
とうじしゃ

）カウンセリングなど

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

パソコンやタブレットによる遠隔
えんかく

面談
めんだん

など、コロナ禍
か

における

新
あたら

しい相談
そうだん

方法
ほうほう

も積極的
せっきょくてき

に取
と

り入
い

れ、障害
しょうがい

のある人
ひと

の便宜
べ ん ぎ

を

図
はか

ります。 

 

 

（３）自立
じ り つ

と社会
しゃかい

活動
かつどう

への参画
さんかく

の支援
し え ん

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

の多様
た よ う

な可能性
かのうせい

を最大限
さいだいげん

に生
い

かし、地域
ち い き

において自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

などとの連携
れんけい

に努
つと

め、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の

理念
り ね ん

浸透
しんとう

と地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

自立
じ り つ

と社会
しゃかい

活動
かつどう

への参画
さんかく

の

支援
し え ん

 

私
わたし

たちの中
なか

には障害
しょうがい

のある人
ひと

もいることを念頭
ねんとう

に、誰
だれ

もがつな

がりあえる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して手話
し ゅ わ

コミ条例
じょうれい

の理念
り ね ん

の浸透
しんとう

を図
はか

りま

す。 

医療
いりょう

機関
き か ん

や施設
し せ つ

と十分
じゅうぶん

連携
れんけい

し本人
ほんにん

の気持
き も

ちに寄
よ

り添
そ

いながら

入院
にゅういん

・入 所 中
にゅうしょちゅう

の障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

に向
む

けた支援
し え ん

を

行
おこな

います。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある

人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を得
え

るための啓発
けいはつ

を 行
おこな

うととも

に、サロン活動
かつどう

など障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

や支援
し え ん

団体
だんたい

が実施
じ っ し

する取組
とりくみ

を

支援
し え ん

します。 
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（４）住
す

まいの場
ば

の確保
か く ほ

のための施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

  

グループホームの整備
せ い び

や施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

の支援
し え ん

、居住
きょじゅう

する家屋
か お く

のバリアフリー化
か

など、

障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた住
す

まいの場
ば

についての支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

住
す

まいの場
ば

の確保
か く ほ

のための

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

 

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

して生活
せいかつ

できるよう、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

を進
すす

めます。 

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

して生活
せいかつ

できるようにグループホー

ムの整備
せ い び

について支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、アパートなどでの単身
たんしん

生活
せいかつ

を体験
たいけん

できる環境
かんきょう

整備
せ い び

も検討
けんとう

します。 

在宅
ざいたく

での生活
せいかつ

を継続
けいぞく

するための住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
か

に対
たい

して

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

在宅
ざいたく

生活
せいかつ

が困難
こんなん

な障害
しょうがい

のある人
ひと

の施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

について、受
う

け入
い

れ

可能
か の う

な施設
し せ つ

と日
ひ

ごろから連携
れんけい

を図
はか

り、スムーズに利用
り よ う

ができるよ

う努
つと

めます。 

 

 

（５）障害
しょうがい

が重度
じゅうど

重複
じゅうふく

している人
ひと

への対応
たいおう

  

医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする人
ひと

や、複数
ふくすう

の障害
しょうがい

が重複
じゅうふく

している人
ひと

などに対
たい

し、その特性
とくせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、介助
かいじょ

を行
おこな

う家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

ります。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

障害
しょうがい

が重度
じゅうど

重複
じゅうふく

している

人
ひと

への対応
たいおう

 

身体
しんたい

障害
しょうがい

と知的
ち て き

障害
しょうがい

など、障害
しょうがい

が重複
じゅうふく

することで 生
しょう

じる

困難性
こんなんせい

などに適切
てきせつ

に対応
たいおう

し、必要
ひつよう

なサービス提供
ていきょう

などの支援
し え ん

を

します。 

医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

との意思
い し

疎通
そ つ う

が図
はか

れない重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある人
ひと

が

入院
にゅういん

した場合
ば あ い

、コミュニケーション支援員
しえんいん

を派遣
は け ん

し、医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

との意思
い し

疎通
そ つ う

が図
はか

れるようにするとともに、介助
かいじょ

を行
おこな

う家族
か ぞ く

の

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

ります。 

生活
せいかつ

介護
か い ご

などの事業所
じぎょうしょ

に通所
つうしょ

が困難
こんなん

な重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある人
ひと

の

自宅
じ た く

や入院先
にゅういんさき

に訪問
ほうもん

援助員
えんじょいん

を派遣
は け ん

し日中
にっちゅう

活動
かつどう

の機会
き か い

を提
てい

供
きょう

し

ます。 

医療的
いりょうてき

ケアなどを必要
ひつよう

とする重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある人
ひと

を受入
う け い

れられ

る短期
た ん き

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

などが近隣
きんりん

に設置
せ っ ち

されるよう関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び関係
かんけい

団体
だんたい

に対
たい

し積極的
せっきょくてき

に要望
ようぼう

します。 
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（６）障害
しょうがい

のある高齢者
こうれいしゃ

への対応
たいおう

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

の高齢化
こうれいか

に伴
ともな

う支援
し え ん

や、高齢者
こうれいしゃ

が要介護
ようかいご

状態
じょうたい

にならないよう介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターや保健所
ほけんじょ

などと連携
れんけい

し、

心身
しんしん

の健康
けんこう

管理
か ん り

についての適切
てきせつ

な対応
たいおう

・指導
し ど う

を行
おこな

います。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

障害
しょうがい

の あ る 高齢者
こうれいしゃ

へ の

対応
たいおう

 

介護保険
か い ご ほ け ん

の対象外
たいしょうがい

の高齢者
こうれいしゃ

に対
たい

する配食
はいしょく

サービス・訪問
ほうもん

理
り

美容
び よ う

サービスなどの生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

や心身
しんしん

機能
き の う

の維持
い じ

向上
こうじょう

を図
はか

る介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します。 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターや保健所
ほけんじょ

などと緊密
きんみつ

に連携
れんけい

し、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

保健師
ほ け ん し

などの相談
そうだん

・訪問
ほうもん

指導
し ど う

により高齢者
こうれいしゃ

や介助者
かいじょしゃ

の健康
けんこう

管理
か ん り

に

ついて適切
てきせつ

な指導
し ど う

を行
おこな

います。 

 

 

（７）生活
せいかつ

安定
あんてい

のための援護
え ん ご

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

を対象
たいしょう

とする手当
て あ て

の支給
しきゅう

や医療費
いりょうひ

などの公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

制度
せ い ど

に

より、障害
しょうがい

に伴
ともな

う経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

ります。また、生活
せいかつ

に困
こん

窮
きゅう

する世帯
せ た い

には生活
せいかつ

保護
ほ ご

制度
せ い ど

などによる経済的
けいざいてき

援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

生活
せいかつ

安定
あんてい

のための援護
え ん ご

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

 

福祉
ふ く し

医療費
いりょうひ

支給
しきゅう

事業
じぎょう

な ど の 医療費
いりょうひ

公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

制度
せ い ど

に よ り 重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

の医療費
いりょうひ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

ります。 

特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

・特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

などを支給
しきゅう

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

ります。 

医療費
いりょうひ

や補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

などの自己
じ こ

負担
ふ た ん

金
きん

を減額
げんがく

する措置
そ ち

を行
おこな

うこと

により、障害
しょうがい

に伴
ともな

う特別
とくべつ

な経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

があることによって、就労
しゅうろう

の機会
き か い

を得
え

ることが困難
こんなん

である

ことなどにより、経済的
けいざいてき

に困
こん

窮
きゅう

した世帯
せ た い

に対
たい

しては、綾部市
あ や べ し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などの関係
かんけい

機関
き か ん

や関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

による自立
じ り つ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

や就労
しゅうろう

準備
じゅんび

支援
し え ん

事業
じぎょう

などに

より支援
し え ん

します。また、生活
せいかつ

保護
ほ ご

制度
せ い ど

による経済的
けいざいてき

な援助
えんじょ

を行
おこな

い、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

の自立
じ り つ

に向
む

けて支援
し え ん

します。 
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（８）制度
せ い ど

施策
し さ く

の周知
しゅうち

の充実
じゅうじつ

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

が利用
り よ う

できる障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスやその他
ほか

のインフォーマルなサービ

スについて、情報
じょうほう

提供
ていきょう

とともに周知
しゅうち

を図
はか

り、適切
てきせつ

な利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

制度
せ い ど

施策
し さ く

の周知
しゅうち

の充実
じゅうじつ

 

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

とも連携
れんけい

し、各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

などが適切
てきせつ

に

必要
ひつよう

とする障害
しょうがい

のある人
ひと

に紹介
しょうかい

できるように努
つと

めます。 

インフォーマルなサービスについても情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

し、必要
ひつよう

とす

る障害
しょうがい

のある人
ひと

へ助言
じょげん

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

います。 
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３ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

 

生涯
しょうがい

を通
つう

じて必要
ひつよう

な保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービス、リハビリテーションが受
う

けられる体制
たいせい

づ

くりを目指
め ざ

すとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

が身体
しんたい

の健康
けんこう

保持
ほ じ

や増進
ぞうしん

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

ける

ことにより、自
みずか

らの「健康
けんこう

」や「体力
たいりょく

」について、現在
げんざい

よりも安心感
あんしんかん

が得
え

られるよ

う、継続
けいぞく

した保健
ほ け ん

・医療
いりょう

及
およ

び福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

り、自立
じ り つ

生活
せいかつ

に向
む

けた支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

また、精神
せいしん

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

した生活
せいかつ

が送
おく

れるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

や訪問
ほうもん

指導
し ど う

を行
おこな

い、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

を図
はか

ります。 

 

 

（１）啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

  

誰
だれ

もが健
すこ

やかに地域
ち い き

において生活
せいかつ

できるよう、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

に関
かん

する啓発
けいはつ

活動
かつどう

を通
つう

じ

て障害
しょうがい

の特性
とくせい

や配慮
はいりょ

事項
じ こ う

などの正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めます。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を図
はか

るため、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の

関係
かんけい

機関
き か ん

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

し、地域
ち い き

において障害
しょうがい

と障害
しょうがい

のある人
ひと

に

対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を得
え

るための啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

りま

す。 

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

分野
ぶ ん や

における各種
かくしゅ

の講座
こ う ざ

や相談
そうだん

事業
じぎょう

を通
とお

して障害
しょうがい

と

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を得
え

る啓発
けいはつ

活動
かつどう

を実施
じ っ し

します。 
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（２）早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

及
およ

び療育
りょういく

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

  

適切
てきせつ

な療育
りょういく

指導
し ど う

を行
おこな

うため、医療
いりょう

機関
き か ん

などと連携
れんけい

し、疾病
しっぺい

や障害
しょうがい

などの早期
そ う き

発見
はっけん

・

早期
そ う き

治療
ちりょう

及
およ

び療育
りょういく

を推進
すいしん

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

早期
そ う き

発見
はっけん

・ 早期
そ う き

治療
ちりょう

及
およ

び

療育
りょういく

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

 

発達
はったつ

に支援
し え ん

の必要
ひつよう

な子
こ

どもの早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

を 行
おこな

い、

継続的
けいぞくてき

にフォローができるこども発達
はったつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

を検討
けんとう

し

ます。 

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

を図
はか

るため、妊婦健康診査
にんぷけんこうしんさ

や乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

などの充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

のある乳幼児
にゅうようじ

、児童
じ ど う

を早期
そ う き

に発見
はっけん

し、適切
てきせつ

な療育
りょういく

指導
し ど う

につ

なげるため、乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

、こどもクリニック、すこやかクリ

ニック、発達
はったつ

相談
そうだん

及
およ

び療育
りょういく

教室
きょうしつ

などとの連携
れんけい

、充実
じゅうじつ

を図
はか

りま

す。 

発達
はったつ

障害
しょうがい

などの早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

を図
はか

るための発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

支援
し え ん

事業
じぎょう

について、関係
かんけい

機関
き か ん

と十分
じゅうぶん

連携
れんけい

し

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

のある乳幼児
にゅうようじ

の発達
はったつ

相談
そうだん

や育児
い く じ

に不安
ふ あ ん

を持
も

つ保護者
ほ ご し ゃ

の相談
そうだん

に応
おう

じられるよう、相談
そうだん

・助言
じょげん

・指導
し ど う

などの支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

さ

せます。 

 

 

（３）リハビリテーション体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

で訓練
くんれん

が必要
ひつよう

な人
ひと

などに対
たい

し、医療
いりょう

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

分野
ぶ ん や

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

を図
はか

り、リハビリテーション体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

リハビリテーション体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が必要
ひつよう

なリハビリテーションを受
う

けられるよう、

理学
り が く

療法士
りょうほうし

などを招
まね

いて機能
き の う

訓練
くんれん

教室
きょうしつ

を開
かい

催
さい

します。また四肢
し し

のみならず、視覚
し か く

や聴覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

などのリハビリについても提供
ていきょう

体制
たいせい

について検討
けんとう

します。 

中丹
ちゅうたん

地域
ち い き

リハビリテーション支援
し え ん

センターを中心
ちゅうしん

に、医療
いりょう

・

保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

分野
ぶ ん や

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を図
はか

り、リハビリテー

ション提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
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（４）公的
こうてき

医療
いりょう

制度
せ い ど

の充実
じゅうじつ

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

し医療費
いりょうひ

の支給
しきゅう

を行
おこな

い、その心身
しんしん

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や経済的
けいざいてき

な

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

ります。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

公的
こうてき

医療
いりょう

制度
せ い ど

の充実
じゅうじつ

 

福祉
ふ く し

医療費
いりょうひ

支給
しきゅう

事業
じぎょう

な ど の 医療費
いりょうひ

公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

制度
せ い ど

に よ り 重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

の医療費
いりょうひ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

ります。 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

特別
とくべつ

対策費
たいさくひ

支給
しきゅう

事業
じぎょう

によ

り、心身
しんしん

の障害
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

又
また

は

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

な医療費
いりょうひ

を支給
しきゅう

します。 

 

 

（５）精神
せいしん

保健
ほ け ん

相談
そうだん

・指導
し ど う

・支援
し え ん

の推進
すいしん

  

精神
せいしん

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

して生活
せいかつ

が行
おこな

えるよう、医療
いりょう

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

などの

関係
かんけい

機関
き か ん

におけるネットワーク化
か

による一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

相談
そうだん

・指導
し ど う

・支援
し え ん

の

推進
すいしん

 

発達
はったつ

に支援
し え ん

の必要
ひつよう

な子
こ

ども及
およ

びその家族
か ぞ く

がよりよい社会
しゃかい

生活
せいかつ

を

送
おく

れるよう、基本
き ほ ん

生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を支援
し え ん

します。 

精神
せいしん

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

した生活
せいかつ

が送
おく

れるよう、グルー

プワークなどを実施
じ っ し

するとともに相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

りま

す。 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

や保健所
ほけんしょ

相談員
そうだんいん

などの専門
せんもん

職員
しょくいん

の相談
そうだん

・訪問
ほうもん

指導
し ど う

を行
おこな

い、地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

精神
せいしん

障害
しょうがい

の程度
て い ど

にかかわらず、誰
だれ

もが安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

ら

すことができるよう、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

を支
ささ

える地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステ

ムの構築
こうちく

を図
はか

ります。 

精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

を支援
し え ん

するため、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

に

関
かん

する正
ただ

しい知識
ち し き

の普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに、こころの健康
けんこう

推進員
すいしんいん

、

関係
かんけい

団体
だんたい

などの活動
かつどう

に対
たい

し積極的
せっきょくてき

に助言
じょげん

や支援
し え ん

を行
おこな

います。 

誰
だれ

も自殺
じ さ つ

に追
お

い込
こ

まれることのない社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し、うつ

病
びょう

対策
たいさく

を中心
ちゅうしん

とした自殺
じ さ つ

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

を実施
じ っ し

します。 
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４ 保育
ほ い く

・教育
きょういく

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

への療育
りょういく

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、福祉
ふ く し

・医療
いりょう

・リハビ

リテーションなどの各関係
かくかんけい

機関
き か ん

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

・連携
れんけい

により、個別
こ べ つ

のニーズに対応
たいおう

し、

ライフステージを通
つう

じた切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

が行
おこな

える体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

 

（１）教育
きょういく

相談
そうだん

・就学
しゅうがく

相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

  

障害
しょうがい

のある乳幼児
にゅうようじ

・児童
じ ど う

・生徒
せ い と

がそれぞれの個性
こ せ い

を発揮
は っ き

し、その能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

に

伸
の

ばしていくため、一人
ひ と り

ひとりの特性
とくせい

や保護者
ほ ご し ゃ

の状 況
じょうきょう

にきめ細
こま

やかな対応
たいおう

ができる

よう相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

教育
きょういく

相談
そうだん

・就学
しゅうがく

相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

綾部市
あ や べ し

教育
きょういく

支援
し え ん

委員会
いいんかい

を中心
ちゅうしん

に、本人
ほんにん

や保護者
ほ ご し ゃ

の希望
き ぼ う

、障害
しょうがい

の

実態
じったい

などを考慮
こうりょ

した教育
きょういく

相談
そうだん

・就学
しゅうがく

相談
そうだん

を実施
じ っ し

します。 

障害
しょうがい

のある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

や保護者
ほ ご し ゃ

の状 況
じょうきょう

にきめ細
こま

かく対応
たいおう

で

きるよう学校
がっこう

・園
えん

における相談
そうだん

やあやべ子
こ

どもサポートチームに

よる教育
きょういく

相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

発達
はったつ

に支援
しえん

の必要
ひつよう

な乳幼児
にゅうようじ

の発達
はったつ

相談
そうだん

や育児
いくじ

に不安
ふあん

を持
も

つ保護者
ほ ご し ゃ

の

相談
そうだん

に応
おう

じられるよう、相談
そうだん

・助言
じょげん

などの支援
しえん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

します。 
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（２）保育
ほ い く

・療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

  

医療
いりょう

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

などの関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を密
みつ

にし、保育
ほ い く

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

や指導力
しどうりょく

の

向上
こうじょう

に努
つと

めます。また、保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

し家庭
か て い

療 育 上
りょういくじょう

の指導
し ど う

を行
おこな

い、家庭
か て い

と連携
れんけい

した

発達
はったつ

支援
し え ん

を推進
すいしん

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

保育
ほ い く

・療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

 

保育士
ほ い く し

や保育
ほ い く

教諭
きょうゆ

、幼稚園
ようちえん

教諭
きょうゆ

の障害児
しょうがいじ

などに対
たい

する保育
ほ い く

・教育
きょういく

指導力
しどうりょく

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

発達
はったつ

に支援
しえん

の必要
ひつよう

な乳幼児
にゅうようじ

の保育
ほいく

を保障
ほしょう

するため、加配
かはい

保育士
ほ い く し

の

配置
はいち

や配置
はいち

に対
たい

する支援
しえん

を行
おこな

うとともに、医療
いりょう

機関
きかん

・保健師
ほ け ん し

・地域
ちいき

教育
きょういく

支援
しえん

センターなど関係
かんけい

機関
きかん

と連携
れんけい

し、保育
ほいく

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り

ます。 

発達
はったつ

に支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

に対
たい

して子育
こ そ だ

て支援
し え ん

推進
すいしん

保育士
ほ い く し

の

配置
は い ち

や配置
は い ち

に対
たい

する支援
し え ん

を行
おこな

い、家庭
か て い

と連携
れんけい

した保育
ほ い く

を推進
すいしん

しま

す。 

療育
りょういく

教室
きょうしつ

において生活力
せいかつりょく

・社会性
しゃかいせい

を身
み

につけるための訓練
くんれん

や

保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

する家庭
か て い

療 育 上
りょういくじょう

の指導
し ど う

を行
おこな

います。 
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（３）学校
がっこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

  

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

や生徒
せ い と

の資質
し し つ

・能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

に伸
の

ばし、充実
じゅうじつ

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

を送
おく

ることができるよう、障害
しょうがい

と障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
り か い

の普及
ふきゅう

に努
つと

め、専門
せんもん

チームのサポートによる指導
し ど う

を充実
じゅうじつ

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

学校
がっこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

や生徒
せ い と

が学校
がっこう

生活
せいかつ

の中
なか

で、いきいきと生活
せいかつ

でき

るよう、教 職 員
きょうしょくいん

や児童
じ ど う

生徒
せ い と

、保護者
ほ ご し ゃ

に障害
しょうがい

と障害
しょうがい

のある人
ひと

に

対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

が得
え

られるよう努
つと

めます。 

綾部市
あ や べ し

発達
はったつ

サポート事業
じぎょう

（療育
りょういく

教室
きょうしつ

・巡回
じゅんかい

相談
そうだん

）・「相談
そうだん

支援
し え ん

フ

ァイル」の充実
じゅうじつ

により、就学前
しゅうがくまえ

から義務
ぎ む

教育
きょういく

、高校
こうこう

・就労
しゅうろう

ま

で支援
し え ん

をつなぐことができるよう努
つと

めます。 

 

 

（４）各種
かくしゅ

学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

が社会
しゃかい

の様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

に参加
さ ん か

していくため、社会
しゃかい

参加
さ ん か

に関
かん

する交流
こうりゅう

の

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、学習
がくしゅう

機会
き か い

を提
てい

供
きょう

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

各種
かくしゅ

学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

にした講座
こ う ざ

などを実施
じ っ し

し、社会性
しゃかいせい

の向上
こうじょう

と仲間
な か ま

との交流
こうりゅう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

ることを目的
もくてき

に継続的
けいぞくてき

な

学習
がくしゅう

活動
かつどう

を実施
じ っ し

します。 
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５ 雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の多様
た よ う

な可能性
かのうせい

を最大限
さいだいげん

に生
い

かし、地域
ち い き

において自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

などとの連携
れんけい

に努
つと

め、就 職
しゅうしょく

の意向
い こ う

確認
かくにん

、就労
しゅうろう

の場
ば

の確保
か く ほ

、就労後
しゅうろうご

のフォローなど、就労
しゅうろう

を支援
し え ん

する体制
たいせい

を整備
せ い び

すると

ともに経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

を支援
し え ん

します。 

 

（１）雇用
こ よ う

の促進
そくしん

  

企業
きぎょう

などに対
たい

する理解
り か い

啓発
けいはつ

を図
はか

るとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

への継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を

確保
か く ほ

し、支援
し え ん

機関
き か ん

と企業
きぎょう

との情報
じょうほう

交換
こうかん

などの連携
れんけい

に努
つと

めます。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

について企業
きぎょう

などの理解
り か い

や 協 力
きょうりょく

が得
え

られるよう

に、障害
しょうがい

と障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めてい

きます。 

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

や、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

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が連携
れんけい

し、就労
しゅうろう

支援
し え ん

から就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

まで継続的
けいぞくてき

に支援
し え ん

をします。 

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の就労
しゅうろう

部会
ぶ か い

において、継続的
けいぞくてき

に関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、情報
じょうほう

交換
こうかん

や支援
し え ん

方法
ほうほう

の検討
けんとう

をすることにより、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 

 

（２）福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の充実
じゅうじつ

  

就労
しゅうろう

は自立
じ り つ

した生活
せいかつ

の基盤
き ば ん

となるとともに、生
い

きがいや社会
しゃかい

参加
さ ん か

の面
めん

で特
とく

に大
おお

きな

位置
い ち

を占
し

めるものであるため、障害
しょうがい

のある人
ひと

の能力
のうりょく

や適正
てきせい

に応
おう

じた多様
た よ う

な働
はたら

ける場
ば

を確保
か く ほ

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の充実
じゅうじつ

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

だけではなく、障害
しょうがい

のある人
ひと

がその希望
き ぼ う

や特性
とくせい

に応
おう

じ

様々
さまざま

な 働
はたら

き方
かた

を選択
せんたく

できるよう、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

や生活
せいかつ

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

などにおける 働
はたら

く場
ば

の確保
か く ほ

をします。 
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（３）経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

の就労
しゅうろう

機会
き か い

の確保
か く ほ

などによる経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

を行
おこな

い、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を自立
じ り つ

して生活
せいかつ

できるよう支援
し え ん

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

製品
せいひん

の販路
は ん ろ

拡大
かくだい

や、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

による市
し

における調達
ちょうたつ

促進
そくしん

によ

り、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

の工賃
こうちん

の向上
こうじょう

を目指
め ざ

し、

障害
しょうがい

年金
ねんきん

などと相
あい

まって経済的
けいざいてき

な自立
じ り つ

ができるように支援
し え ん

しま

す。 
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６ 文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツなどの社会
しゃかい

参加
さ ん か

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、社会
しゃかい

活動
かつどう

に参画
さんかく

し生
い

きがいのある暮
く

らしを送
おく

ることがで

きるよう、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

やスポーツ、レクリエーションに親
した

しむことができる環境
かんきょう

の整備
せ い び

などを推進
すいしん

します。 

また、視覚
し か く

・聴覚
ちょうかく

などに障害
しょうがい

のある人
ひと

へのボランティア活動
かつどう

を支援
し え ん

し、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

を推進
すいしん

します。 

 

（１）スポーツ・レクリエーション活動
かつどう

の振興
しんこう

と施設
し せ つ

整備
せ い び

  

スポーツ・レクリエーション活動
かつどう

を通
つう

じて、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

や生
い

きがいづ

くりを支援
し え ん

するとともに地域
ち い き

での交流
こうりゅう

を推進
すいしん

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

スポーツ・レクリエーショ

ン活動
かつどう

の振興
しんこう

と施設
し せ つ

整備
せ い び

 

地域
ち い き

や学校
がっこう

などにおいて、障害者
しょうがいしゃ

スポーツを体験
たいけん

する機会
き か い

を設
もう

け、障害者
しょうがいしゃ

スポーツへの関心
かんしん

や障害
しょうがい

についての理解
り か い

を深
ふか

める

取組
とりくみ

を実施
じ っ し

します。 

スポーツ用車
ようくるま

いすやフライングディスクなど、障害者
しょうがいしゃ

スポーツ

の用具
よ う ぐ

などを整備
せ い び

し活用
かつよう

します。 

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、障害者
しょうがいしゃ

スポーツなどを通
つう

じて地域
ち い き

住民
じゅうみん

が交流
こうりゅう

する事業
じぎょう

に対
たい

して支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

（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

・推進
すいしん

  

様々
さまざま

な文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の取組
とりくみ

の場
ば

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

い、社会
しゃかい

活動
かつどう

への参画
さんかく

を図
はか

り

ます。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

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

・

推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を促進
そくしん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

作品展
さくひんてん

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターにおいて実施
じ っ し

している創作的
そうさくてき

活動
かつどう

などの

充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充
じゅう

実
じつ

に

努
つと

めます。 
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（３）ボランティアの育成
いくせい

・支援
し え ん

  

研修会
けんしゅうかい

や講座
こ う ざ

を通
つう

じて人材
じんざい

育成
いくせい

に努
つと

め、ボランティア活動
かつどう

や市民
し み ん

活動
かつどう

を行
おこな

う団体
だんたい

を支援
し え ん

します。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

ボランティアの育成
いくせい

・支援
し え ん

 

あやべボランティア総合
そうごう

センターを拠点
きょてん

にボランティア活動
かつどう

を

支援
し え ん

します。 

点訳
てんやく

、音訳
おんやく

、手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

などに携
たずさ

わるボランティアを支援
し え ん

し、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

を促進
そくしん

します。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するボランティア団体
だんたい

などの

活動
かつどう

に対
たい

して支援
し え ん

を行
おこな

います。 
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７ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

快適
かいてき

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

を整
ととの

えるため、公共
こうきょう

施設
し せ つ

などのバリアフリー化
か

及
およ

びユニバーサル

デザインの導入
どうにゅう

を推進
すいしん

します。また、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

して生活
せいかつ

できるよ

う、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

などの整備
せ い び

を進
すす

め、移動
い ど う

・交通
こうつう

対策
たいさく

を推進
すいしん

していきます。 

 

（１）交通
こうつう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して街中
まちなか

を移動
い ど う

できる交通
こうつう

環境
かんきょう

や施設
し せ つ

整備
せ い び

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ると

ともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する移動
い ど う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

交通
こうつう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

同行
どうこう

援護
え ん ご

や移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

により、視覚
し か く

障害
しょうがい

や知的
ち て き

障害
しょうがい

がある人
ひと

の外出
がいしゅつ

に付
つ

き添
そ

い、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

などの支援
し え ん

を行
おこな

います。 

すべての人
ひと

が安全
あんぜん

・安心
あんしん

に通行
つうこう

できる交通
こうつう

空間
くうかん

を確保
か く ほ

するため、

京都府
きょうとふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

などの基準
きじゅん

に基
もと

づき、交通
こうつう

施設
し せ つ

の

整備
せ い び

や維持
い じ

に努
つと

めます。 

 

（２）公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
など

の整備
せ い び

・改善
かいぜん

  

公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
など

においてバリアフリー化
か

及
およ

びユニバーサルデザインの考
かんが

え方
かた

を取
と

り入
い

れ、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

して生活
せいかつ

ができるよう、福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

しま

す。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
など

の整備
せ い び

・改善
かいぜん

 

既存
き ぞ ん

の施設
し せ つ

においても、設備
せ つ び

の改善
かいぜん

のみならず、職員
しょくいん

の応対
おうたい

や

障害
しょうがい

のある人
ひと

への配慮
はいりょ

など、ソフト面
めん

も含
ふく

めたバリアフリーや

ユニバーサルデザインを目指
め ざ

します。 

市
し

の窓口
まどぐち

においては、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じ、手話
し ゅ わ

や筆談
ひつだん

、代読
だいどく

な

ど市
し

の職員
しょくいん

が適切
てきせつ

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

います。 

施設
し せ つ

の整備
せ い び

・改善
かいぜん

に当
あ

たっては、あらゆる人
ひと

にとって安全
あんぜん

・安心
あんしん

な空間
くうかん

となるようバリアフリー化
か

とユニバーサルデザインによ

るまちづくりを進
すす

めます。 
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８ 防災
ぼうさい

、防犯
ぼうはん

などの推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

への災害
さいがい

時
じ

や緊
きん

急時
きゅうじ

における情報
じょうほう

提供
ていきょう

や安全
あんぜん

確保
か く ほ

について、庁内
ちょうない

関係課
かんけいか

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強
つよ

めます。また、避難所
ひなんじょ

において、障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

や特性
とくせい

に

応
おう

じた配慮
はいりょ

を行
おこな

います。 

 

（１）防災
ぼうさい

・災害
さいがい

対策
たいさく

の推進
すいしん

  

障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた緊
きん

急時
きゅうじ

の通信
つうしん

手段
しゅだん

の充実
じゅうじつ

や防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

に関
かん

する知識
ち し き

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

に努
つと

め、誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮
く

らせる環境
かんきょう

をつくります。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

防災
ぼうさい

・災害
さいがい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して社会
しゃかい

生活
せいかつ

が送
おく

れるよう、障害
しょうがい

特性
とくせい

に

配慮
はいりょ

した防犯
ぼうはん

や防災
ぼうさい

に関
かん

する知識
ち し き

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

や、ＦＡＸ１１９、ＮＥＴ１１９など、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた緊
きん

急通報
きゅうつうほう

手段
しゅだん

を講
こう

じます。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の安全
あんぜん

・安心
あんしん

のため、民生
みんせい

児童
じ ど う

委員
い い ん

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と共同
きょうどう

で、あんしんカード（災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

支援
し え ん

台帳
だいちょう

）の

普及
ふきゅう

に努
つと

め、日
ひ

ごろの見守
み ま も

りや災害
さいがい

時
じ

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を実施
じ っ し

しま

す。 
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（２）防災
ぼうさい

ネットワークの確立
かくりつ

  

防災
ぼうさい

情報
じょうほう

を迅速
じんそく

かつ確実
かくじつ

に伝達
でんたつ

するとともに、地域
ち い き

住民
じゅうみん

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

によ

り、防災
ぼうさい

ネットワークの確立
かくりつ

を図
はか

ります。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

防災
ぼうさい

ネットワークの確立
かくりつ

 

「災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

支援
しえん

台帳
だいちょう

」を整備
せいび

し、自主
じしゅ

防災
ぼうさい

組織
そしき

や警察
けいさつ

などと

も情報
じょうほう

共有
きょうゆう

することにより、災害
さいがい

時
じ

などにおける迅速
じんそく

な対応
たいおう

に努
つと

めます。 

避難所
ひなんじょ

のバリアフリー化
か

や福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るなどによ

り、要援護者
ようえんごしゃ

の避
ひ

難所
なんじょ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

防災力
ぼうさいりょく

を向
こう

上
じょう

させるため、地域
ち い き

住民
じゅうみん

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し

地域
ち い き

の防災
ぼうさい

ネットワークの確立
かくりつ

を図
はか

ります。 

防災
ぼうさい

情報
じょうほう

などを迅速
じんそく

かつ確実
かくじつ

に伝達
でんたつ

するため、ＦＭいかるやメ

ールマガジン、また、災害
さいがい

リスクのある世帯
せ た い

に自動
じ ど う

起動
き ど う

ラジオを

貸与
た い よ

するなど複数
ふくすう

の手段
しゅだん

を用
もち

いて情報
じょうほう

を発信
はっしん

します。 

水害
すいがい

や土砂
ど しゃ

災害
さいがい

が発生
はっせい

するおそれがある要配慮者
ようはいりょしゃ

利用
り よう

施設
し せつ

につい

て、利用者
りようしゃ

の円滑
えんかつ

かつ迅速
じんそく

な避難
ひ なん

の確保
か くほ

を図
はか

るための「避難
ひ なん

確保
か くほ

計画
けいかく

」の策定
さくてい

を支援
し えん

します。 

 

（３）防犯
ぼうはん

対策
たいさく

及
およ

び消費者
しょうひしゃ

保護
ほ ご

の推進
すいしん

  

啓発
けいはつ

活動
かつどう

などによる防犯
ぼうはん

知識
ち し き

の普及
ふきゅう

に努
つと

めるとともに、消費者
しょうひしゃ

トラブルにおける

相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

を整
ととの

えます。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

防犯
ぼうはん

対策
たいさく

及
およ

び消費者
しょうひしゃ

保護
ほ ご

の

推進
すいしん

 

安全
あんぜん

・安心
あんしん

のまちづくり推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、特殊
とくしゅ

詐欺
さ ぎ

など防犯
ぼうはん

に関
かん

する啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

います。 

消費
しょうひ

生活
せいかつ

センターに相談員
そうだんいん

を配置
は い ち

し、契約上
けいやくじょう

のトラブルや悪質
あくしつ

商法
しょうほう

などの問題
もんだい

解決
かいけつ

のための助言
じょげん

、相談
そうだん

対応
たいおう

及
およ

び消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の

未
み

然
ぜん

防止
ぼ う し

のための出前
で ま え

講座
こ う ざ

、啓発
けいはつ

活動
かつどう

に取
と

り組
く

みます。 
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９ 情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

及
およ

び意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で生活
せいかつ

していく上
うえ

では、様々
さまざま

な情報
じょうほう

を得
え

ることが重要
じゅうよう

である

ことから、これらの情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

しやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

するため、障害
しょうがい

特性
とくせい

を踏
ふ

まえ

た、情報
じょうほう

のバリアフリー化
か

を推進
すいしん

します。 

また、様々
さまざま

なコミュニケーション手段
しゅだん

を確保
か く ほ

することは、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

らすことにもつながることから、情報
じょうほう

発信
はっしん

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

め、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の人材
じんざい

を育成
いくせい

します。 

 

（１）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の人材
じんざい

育成
いくせい

やサービスの利用
り よ う

促進
そくしん

  

障害
しょうがい

がある人
ひと

の意思
い し

疎通
そ つ う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じて、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や

要約
ようやく

筆記
ひ っ き

などのコミュニケーションに関
かん

する支援
し え ん

体制
たいせい

を整
ととの

えます。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の人材
じんざい

育成
いくせい

や

サービスの利用
り よ う

促進
そくしん

 

手話
し ゅ わ

を第
だい

一言語
いちげんご

として社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むろう者
しゃ

に対
たい

し、専門的
せんもんてき

な

技術
ぎじゅつ

を持
も

った設置
せ っ ち

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

による意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

させるため、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

を派遣
は け ん

します。 

手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

養成
ようせい

講座
こ う ざ

を開
かい

催
さい

し、人材
じんざい

の養成
ようせい

に努
つと

めます。 

派遣
は け ん

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する登録
とうろく

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

に対
たい

し、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

に関
かん

する研修会
けんしゅうかい

を開
かい

催
さい

します。 
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（２）多様
た よ う

なコミュニケーションの理解
り か い

と促進
そくしん

  

障害
しょうがい

のある人
ひと

の多様
た よ う

な障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の確保
か く ほ

の

ため、市民
し み ん

の認識
にんしき

を深
ふか

めるための啓発
けいはつ

や環境
かんきょう

整備
せ い び

を行
おこな

います。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

多様
た よ う

なコミュニケーション

の理解
り か い

と促進
そくしん

 

ろう者
しゃ

にとっての手話
し ゅ わ

が、日本語
に ほ ん ご

と同様
どうよう

に独立
どくりつ

した言語
げ ん ご

であると

いう認識
にんしき

を深
ふか

めるよう啓発
けいはつ

や研修
けんしゅう

を行
おこな

います。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の多様
た よ う

な障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケー

ション手段
しゅだん

を活用
かつよう

するよう努
つと

めます。 

音訳
おんやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

などの情報
じょうほう

コミュニケーション支援
し え ん

機器
き き

や市
し

役所
やくしょ

窓口
まどぐち

などの環境
かんきょう

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

 

（３）多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の活用
かつよう

による情報
じょうほう

発信
はっしん

  

多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

により、障害
しょうがい

の特性
とくせい

などに配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

を

行
おこな

います。 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

概要
がいよう

 

多様
た よ う

なコミュニケーション

手段
しゅだん

の 活用
かつよう

に よ る 情報
じょうほう

発信
はっしん

 

声
こえ

の広報
こうほう

を発行
はっこう

するほか、行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の音声版
おんせいばん

の作成
さくせい

に努
つと

めま

す。 

市
し

ホームページなどで公開
こうかい

する動画
ど う が

について字幕
じ ま く

や手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

で

の対応
たいおう

を図
はか

ります。 
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10 綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

の施策
し さ く

の体系
たいけい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

誰 だ
れ

も
が
障
害

し
ょ
う
が
い

の
有
無

う

む

に
か
か
わ
ら
ず
、
お
互 た

が

い
に
尊
重

そ
ん
ち
ょ
う

し
合 あ

い
、
つ
な
が
り
合 あ

え
る
共
生

き
ょ
う
せ
い

社
会

し
ゃ
か
い

の
実
現

じ
つ
げ
ん 

［ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 ］ ［ 基本
き ほ ん

施策
し さ く

 ］ ［ 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 ］ 

➀啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

２ 自立
じ り つ

した生活
せいかつ

の

支援
し え ん

 

②地域
ち い き

・家庭
か て い

・学校
がっこう

・職場
しょくば

における福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

③交流
こうりゅう

ふれあいの場
ば

の充実
じゅうじつ

 

④権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
とう

の推進
すいしん

(差別
さ べ つ

解消
かいしょう

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

含
ふく

む) 

➀障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

 

②相談
そうだん

体制
たいせい

の強化
きょうか

・充実
じゅうじつ

 

③自立
じ り つ

と社会
しゃかい

活動
かつどう

への参画
さんかく

の支援
し え ん

 

④住
す

まいの場
ば

の確保
か く ほ

のための施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

 

⑤障害
しょうがい

が重度
じゅうど

重複
じゅうふく

している人
ひと

への対応
たいおう

 

⑥障害
しょうがい

のある高齢者
こうれいしゃ

への対応
たいおう

 

⑦生活
せいかつ

安定
あんてい

のための援護
え ん ご

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

 

⑧制度
せ い ど

施策
し さ く

の周知
しゅうち

の充実
じゅうじつ

 

➀啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

②早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

及び
お よ び

療育
りょういく

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

 

③リハビリテーション体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

④公的
こうてき

医療
いりょう

制度
せ い ど

の充実
じゅうじつ

 

⑤精神
せいしん

保健
ほ け ん

相談
そうだん

・指導
し ど う

・支援
し え ん

の推進
すいしん

 

１ 障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
とう

の推進
すいしん

 

３ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の 

推進
すいしん
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誰 だ
れ

も
が
障

害

し
ょ
う
が
い

の
有
無

う

む

に
か
か
わ
ら
ず
、
お
互 た

が

い
に
尊

重

そ
ん
ち
ょ
う

し
合 あ

い
、
つ
な
が
り
合 あ

え
る
共

生

き
ょ
う
せ
い

社
会

し
ゃ
か
い

の
実
現

じ
つ
げ
ん 

［ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 ］ ［ 基本
き ほ ん

施策
し さ く

 ］ ［ 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 ］ 

①教育
きょういく

相談
そうだん

・就学
しゅうがく

相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

７ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な

生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

②保育
ほ い く

・療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

 

③学校
がっこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

④各種
かくしゅ

学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

 

①雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

②福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の充実
じゅうじつ

 

③経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

①スポーツ・レクリエーション活動
かつどう

の振興
しんこう

と施設
し せ つ

整備
せ い び

 

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

・推進
すいしん

 

③ボランティアの育成
いくせい

・支援
し え ん

 

①交通
こうつう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

②公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
とう

の整備
せ い び

・改善
かいぜん

 

①防災
ぼうさい

・災害
さいがい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

②防災
ぼうさい

ネットワークの確立
かくりつ

 

③防犯
ぼうはん

対策
たいさく

及び
お よ び

消費者
しょうひしゃ

保護
ほ ご

の推進
すいしん

 

①意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の人材
じんざい

育成
いくせい

やサービスの利用
り よ う

促進
そくしん

 

②多様
た よ う

なコミュニケーションの理解
り か い

と促進
そくしん

 

③多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の活用
かつよう

による情報
じょうほう

発信
はっしん

 

４ 保育
ほ い く

・教育
きょういく

の 

推進
すいしん

 

９ 情報
じょうほう

アクセシビ

リティの向上
こうじょう

及び
お よ び

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

５ 雇用
こ よ う

・ 就 業
しゅうぎょう

、

経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

６ 文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・

スポーツなどの

社会
しゃかい

参加
さ ん か

の推進
すいしん

 

８ 防災
ぼうさい

、防犯
ぼうはん

など

の推進
すいしん
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第
だい

章
しょう

    綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

の推進
すいしん

に向
む

けて 

 

 

１ 計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

 

計画
けいかく

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、国
くに

、京都府
きょうとふ

、綾部市
あ や べ し

及
およ

び民間
みんかん

がそれぞれの役割
やくわり

のもとに

連携
れんけい

を図
はか

り合
あ

い、一体
いったい

となって取
と

り組
く

みます。 

計画
けいかく

に掲
かか

げた方針
ほうしん

や施策
し さ く

については、国
くに

・京都府
きょうとふ

の計画
けいかく

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえつつ、

全庁的
ぜんちょうてき

に総合的
そうごうてき

な取組
とりくみ

を行
おこな

うとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

に関
かん

する施策
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

について、綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

の意見
い け ん

と協議
きょうぎ

を経
へ

ながら推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

 

２ 人材
じんざい

育成
いくせい

・確保
か く ほ

 

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を推進
すいしん

する上
うえ

で、人材
じんざい

の充実
じゅうじつ

・確保
か く ほ

が重要
じゅうよう

であり、人材
じんざい

養成
ようせい

研修
けんしゅう

などを実施
じ っ し

し、福祉
ふ く し

人材
じんざい

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

や、派遣
は け ん

できる人材
じんざい

の確保
か く ほ

を行
おこな

います。 

特
とく

に障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの従事者
じゅうじしゃ

や意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の担
にな

い手
て

、各種
かくしゅ

ボランティアな

どの人材
じんざい

確保
か く ほ

が深刻
しんこく

な課題
か だ い

となっており、これらの仕事
し ご と

の魅力
みりょく

発信
はっしん

や 働
はたら

きやすい

環境
かんきょう

づくりなど、多方面
たほうめん

にわたる施策
し さ く

の展開
てんかい

に努
つと

めます。 

また、障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

が、自
みずか

らの経験
けいけん

をふまえ、同
おな

じ当事者
とうじしゃ

という立場
た ち ば

で共感
きょうかん

し合
あ

い、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や相談
そうだん

対応
たいおう

をするピアサポート活動
かつどう

の支援
し え ん

も行
おこな

います。 
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３ 推進
すいしん

状 況
じょうきょう

の定期的
ていきてき

な点検
てんけん

 

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

・評価
ひょうか

については、計画
けいかく

を立
だ

て（Plan）、実行
じっこう

（Do）、

その進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を定期的
ていきてき

に把握
は あ く

・評価
ひょうか

した上
うえ

で（Check）、その後
ご

の取組
とりくみ

を改善
かいぜん

する

（Action）、一連
いちれん

のＰＤＣＡサイクルの構築
こうちく

に努
つと

めます。 

また、計画
けいかく

の実効性
じっこうせい

を高
たか

めるために、第
だい

３ 章
しょう

に記載
き さ い

している施策
し さ く

や取組
とりくみ

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

などを把握
は あ く

・評価
ひょうか

しながら改善
かいぜん

・見直
み な お

しを行
おこな

い、その結果
け っ か

を綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

に報告
ほうこく

し、意見
い け ん

を求
もと

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

が計画
けいかく

に 

沿
そ

っているかどうかを 

確認
かくにん

する 

従来
じゅうらい

の実績
じっせき

や将来
しょうらい

の予測
よ そ く

 

などを基
もと

にして計画
けいかく

を作
さく

 

成
せい

する 

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

が計画
けいかく

に沿
そ

ってい

ない部分
ぶ ぶ ん

について 

見直し
み な お し

を行う
おこなう

 

計画
けいかく

に沿
そ

って 事
じぎょう

業を行
おこな

う 

策定
さくてい

 

Action 
改善
かいぜん

 

Plan 

Do Check 
実施
じ っ し

 評価
ひょうか
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         資料編
しりょうへん

 

 

 

 

１ 計画
けいかく

の策定
さくてい

経過
け い か

 

 

日
ひ

 付
づけ

 名
めい

 称
しょう

 内
ない

 容
よう

 

令和
れいわ

元年
がんねん

10月
がつ

17日
にち

～ 

令和
れ い わ

元年
がんねん

11月
がつ

8日
にち

 

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

等
とう

見直
み な お

しに係
かか

るアンケー

ト 

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

等
など

1,000人
にん

を対象
たいしょう

にアンケート調査
ちょうさ

実施
じ っ し

 

令和
れ い わ

2年
ねん

1月
がつ

26日
にち

～

令和
れ い わ

2年
ねん

3月
がつ

13日
にち

 

計画
けいかく

策定
さくてい

に関
かん

する意見
い け ん

提出
ていしゅつ

 

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

、

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の

各委員
かくいいん

から現計画
げんけいかく

の評価
ひょうか

及
およ

び課題
か だ い

につ

いて意見
い け ん

提出
ていしゅつ

 

令和
れ い わ

２年
ねん

8月
がつ

27日
にち

 
第
だい

１回
かい

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

 

計画
けいかく

等
とう

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

（1）綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

等
とう

見直
み な お

しに係
かか

るアンケート調査
ちょうさ

報告
ほうこく

結果
け っ か

 

（2）次期
じ き

計画
けいかく

に向
む

けた課題
か だ い

のポイント

について 

（3）第
だい

４期
き

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

の

体系
たいけい

・骨子
こ っ し

について 

令和
れ い わ

２年
ねん

10月
がつ

22日
にち

 
第
だい

２回
かい

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

 

計画
けいかく

等
とう

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

（1）第
だい

４期
き

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

案
あん

について 

（2）第
だい

６期
き

綾部市
あ や べ し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び

第
だい

２期
き

綾部市
あ や べ し

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

にお

けるサービス等
とう

の見込
み こ

みについて 

令和
れ い わ

２年
ねん

11月
がつ

26日
にち

 
第
だい

３回
かい

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

 

計画
けいかく

等
とう

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

（1）第
だい

６期
き

綾部市
あ や べ し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び

第
だい

２期
き

綾部市
あ や べ し

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

案
あん

に

ついて 

（2）第
だい

４期
き

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

案
あん

について 

令和
れ い わ

2年
ねん

12月
がつ

23日
にち

～

令和
れ い わ

3年
ねん

1月
がつ

8日
にち

 

パブリックコメントの

実施
じ っ し

 

第
だい

４期
き

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

（中間
ちゅうかん

案
あん

）、

第
だい

６期
き

綾部市
あ や べ し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び第
だい

２期
き

綾部市
あ や べ し

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（中間
ちゅうかん

案
あん

）につ

いて意見
い け ん

募集
ぼしゅう
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日
ひ

 付
づけ

 名
めい

 称
しょう

 内
ない

 容
よう

 

令和
れ い わ

3年
ねん

1月
がつ

27日
にち

 
第
だい

３ 回
かい

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

（1）第
だい

４期
き

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

最終
さいしゅう

案
あん

について 

（2）第
だい

６期
き

綾部市
あ や べ し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び

第
だい

２期
き

綾部市
あ や べ し

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

最終
さいしゅう

案
あん

について 

令和
れ い わ

3年
ねん

2月
がつ

9日
にち

 
第
だい

2 回
かい

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 

（1）第
だい

４期
き

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

案
あん

最終
さいしゅう

案
あん

について 

（2）第
だい

６期
き

綾部市
あ や べ し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び

第
だい

２期
き

綾部市
あ や べ し

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

最終
さいしゅう

案
あん

について 
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２ 綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

等
とう

見直
み な お

しに係
かか

るアンケート結果
け っ か

 

（１）調査
ちょうさ

の概要
がいよう

  

① 調査
ちょうさ

目的
もくてき

 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に改定
かいてい

予定
よ て い

の「綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」、「綾部市
あ や べ し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」、及
およ

び

「綾部市
あ や べ し

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」に広
ひろ

く市民
し み ん

の意向
い こ う

を反映
はんえい

し、更
さら

なる障害児者
しょうがいじしゃ

施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

・

計画的
けいかくてき

な実施
じ っ し

に活用
かつよう

する目的
もくてき

で実施
じ っ し

しました。 

 

② 調査
ちょうさ

対象
たいしょう

 

綾部市
あ や べ し

に居住
きょじゅう

する下記
か き

の市民
し み ん

を対象
たいしょう

に実施
じ っ し

しました。 

・身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を所有
しょゆう

する18歳
さい

以上
いじょう

65歳
さい

未満
み ま ん

の市民
し み ん

250人
にん

及
およ

び65歳
さい

以上
いじょう

の 

市民
し み ん

250人
にん

 

・療育
りょういく

手帳
てちょう

を所有
しょゆう

する18歳
さい

以上
いじょう

の市民
し み ん

250人
にん

 

・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

を所有
しょゆう

する18歳
さい

以上
いじょう

の市民
し み ん

170人
にん

 

・身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

、療育
りょういく

手帳
てちょう

、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

のいずれかを所持
し ょ じ

するか 

児童通所
じどうつうしょ

支援
し え ん

等
など

を利用
り よ う

する18歳
さい

未満
み ま ん

の市民
し み ん

80人
にん

 

 

③ 調査
ちょうさ

時期
じ き

 

令和
れ い わ

元年
がんねん

10月
がつ

17日
にち

～令和
れ い わ

元年
がんねん

11月
がつ

８日
にち

 

 

④ 調査
ちょうさ

方法
ほうほう

 

郵送
ゆうそう

配布
は い ふ

・郵送
ゆうそう

回収
かいしゅう

により実施
じ っ し

しました（一部
い ち ぶ

、市
し

職員
しょくいん

より対象者
たいしょうしゃ

へ直接
ちょくせつ

配布
は い ふ

し郵送
ゆうそう

により回収
かいしゅう

）。 

 

⑤ 調査票
ちょうさひょう

配布
は い ふ

・回収
かいしゅう

の状 況
じょうきょう

 

調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

 配布数
はいふすう

 
回収数
かいしゅうすう

（回収率
かいしゅうりつ

） 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 500 255（51.0％） 

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 250 113（45.2％） 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 170 78（45.9％） 

障害児
しょうがいじ

 80 32（40.0％） 

全体
ぜんたい

 1,000 478（47.8％） 
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（２）３障害
しょうがい

共通
きょうつう

のアンケート結果
け っ か

  

問
とい

３ 現在
げんざい

の世帯
せ た い

の状 況
じょうきょう

を教
おし

えてください。（○はひとつ） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「自分
じ ぶ ん

（または自分
じ ぶ ん

たち夫婦
ふ う ふ

）と子
こ

」

の割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「ひとり暮
ぐ

らし」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。また、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「自分
じ ぶ ん

（または自分
じ ぶ ん

たち夫婦
ふ う ふ

）と親
おや

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

20.0

28.2

3.5

24.7

5.1

3.5

14.9

33.3

53.1

23.1

5.1

2.7

0.4

2.6

2.7

9.4

6.4

7.1

2.4

12.8

11.5

3.1

3.8

8.0

2.0

2.6

8.0

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

ひとり暮らし 夫婦二人暮らし

自分（または自分たち夫婦）と親 自分（または自分たち夫婦）と子

自分と兄弟姉妹 三世代世帯（親・子・孫）

施設入所、グループホームなど その他

無回答

身体障害

精神障害

知的障害
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問
とい

６ あなたが初
はじ

めて障害
しょうがい

を受
う

けたのは、何歳
なんさい

頃
ごろ

ですか。 

【身体
しんたい

障害
しょうがい

】 

初
はじ

めて障害
しょうがい

を受
う

けた年齢
ねんれい

についてみると、「40～64歳
さい

」（34.9％）が最
もっと

も多
おお

く、

次
つ

いで「65歳
さい

以上
いじょう

」（30.6％）、「19歳
さい

～39歳
さい

」（13.7％）となっています。初
はじ

めて

障害
しょうがい

を受
う

けた年齢
ねんれい

が40歳
さい

以上
いじょう

という人
ひと

が６割
わり

以上
いじょう

を占
し

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【知的
ち て き

障害
しょうがい

】 

知的
ち て き

障害
しょうがい

が判明
はんめい

した年齢
ねんれい

についてみると、「０歳
さい

～５歳
さい

」（44.2％）が最
もっと

も多
おお

く、

次
つ

いで「６歳
さい

～12歳
さい

」（23.0％）、「13歳
さい

～18歳
さい

」（7.1％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

０歳～５歳 ６歳～12歳 13歳～18歳 19歳～39歳

40歳～64歳 65歳以上 無回答

回答者数 =

今回 255 9.0
2.7

3.1
13.7 34.9 30.6 5.9

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

回答者数 = 113 ％

０歳～５歳

６歳～12歳

13歳～18歳

19歳～39歳

40歳～64歳

65歳以上

無回答

44.2

23.0

7.1

6.2

0.0

0.0

19.5

0 10 20 30 40 50
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【精神
せいしん

障害
しょうがい

】 

精神
せいしん

（発達
はったつ

）障害
しょうがい

（病気
びょうき

）の診断
しんだん

を受
う

けた年齢
ねんれい

についてみると、「19歳
さい

～39歳
さい

」

（44.9％）が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「40～64歳
さい

」（19.2％）、「13歳
さい

～18歳
さい

」（10.3％）

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

11 主
おも

に家族
か ぞ く

の介助
かいじょ

が必要
ひつよう

な方
かた

にお尋
たず

ねします。主
おも

な介助者
かいじょしゃ

は、次
つぎ

のうち誰
だれ

で

すか。（○はひとつ） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「配偶者
はいぐうしゃ

」の割合
わりあい

が、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「親
おや

」

の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

4.3

15.4

32.7

9.0

2.6

4.3

2.6

13.3

6.4

0.9

0.4

1.3

0.9

1.2

5.1

5.3

67.5

66.7

60.2

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

親 子（同居） 子（別居）

配偶者 子の配偶者（同居） 子の配偶者（別居）

その他 無回答

身体障害

精神障害

知的障害

回答者数 = 78 ％

０歳～５歳

６歳～12歳

13歳～18歳

19歳～39歳

40歳～64歳

65歳以上

診断を受けていない

無回答

2.6

0.0

10.3

44.9

19.2

1.3

9.0

12.8

0 10 20 30 40 50
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問
とい

12 家族
か ぞ く

に主
おも

な介助
かいじょ

を受
う

けている方
かた

は、その介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

を教
おし

えてください。

（○はひとつ） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「４０歳
さい

～６４歳
さい

」の割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

、

知的
ち て き

障害
しょうがい

で「６５歳
さい

～７４歳
さい

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

13 現在
げんざい

の住宅
じゅうたく

での介助
かいじょ

の状 況
じょうきょう

をお聞
き

かせください。（○はひとつ） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、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

で「今
いま

のところは、介助
かいじょ

がで

きている」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０歳未満 ２０歳～３９歳 ４０歳～６４歳 ６５歳～７４歳

７５歳以上 無回答

回答者数 =

身体障がい 83

精神障がい 26

知的障がい 45

1.2
3.6

7.7

6.7

44.6

26.9

37.8

27.7

34.6

33.3

18.1

15.4

11.1

4.8

15.4

11.1

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

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

28.2

23.1

31.0

4.3

7.7

3.5

1.6

1.3

0.9

2.4

6.4

8.8

0.4

1.3

1.8

63.1

60.3

54.0

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

今のところは、介助ができている

ヘルパー制度等の利用を増やすなどすれば、何とか介助ができる

在宅での介助は既に限界の状態である

施設入所中

その他

無回答

身体障害

精神障害

知的障害

身体障害

精神障害

知的障害
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問
とい

14 現在
げんざい

の収 入
しゅうにゅう

（生活費
せいかつひ

に充
あ

てる収 入
しゅうにゅう

）は、何
なん

ですか。（○はいくつでも） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「公的
こうてき

年金
ねんきん

」の割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

で

「就労先
しゅうろうさき

からの給与
きゅうよ

」「障害者
しょうがいしゃ

の通所
つうしょ

施設
し せ つ

からの工賃
こうちん

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。

また、精神
せいしん

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「家族
か ぞ く

からの支援
し え ん

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

15 世帯
せ た い

の１か月
げつ

の収 入
しゅうにゅう

は、いくらぐらいですか。（○はひとつ） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「２５万円
まんえん

～３９万円
まんえん

」の割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「５万円
まんえん

～９万円
まんえん

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

就労先からの給与

公的年金

障害者の通所施設からの工賃

家族からの支援

その他

無回答

23.5

70.2

3.5

9.8

7.8

4.7

23.1

65.4

20.5

19.2

5.1

7.7

42.5

58.4

27.4

17.7

0.9

7.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

０～４万円 ５万円～９万円 １０万円～１４万円

１５万円～１９万円 ２０万円～２４万円 ２５万円～３９万円

４０万円～４４万円 ４５万円以上 無回答

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

2.7

11.5

11.5

12.9

28.2

19.5

19.2

15.4

10.6

14.5

3.8

11.5

17.3

15.4

12.4

16.1

5.1

8.0

2.0

1.3

2.7

3.1

1.3

3.5

12.2

17.9

20.4

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

身体障がい （回答者数 = 255）

精神障がい （回答者数 = 78）

知的障がい （回答者数 = 113）

身体障害

精神障害

知的障害



 
66 

 

問
とい

18 あなたが生活
せいかつ

していくうえで困
こま

ったり悩
なや

んだりしていることは何
なん

ですか。

（○はいくつでも） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「家計
か け い

や経済的
けいざいてき

なこと」「住宅
じゅうたく

のこと」

「仕事
し ご と

のこと」「近所
きんじょ

づきあいや地域
ち い き

との関
かか

わりのこと」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。

また、身体
しんたい

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「老後
ろ う ご

のこと」「健康
けんこう

のこと」の割合
わりあい

が高
たか

くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

家族のこと（子どものことや親
のことなど）

家計や経済的なこと

介助者のこと

老後のこと

住宅のこと

災害や犯罪のこと

健康のこと

仕事のこと

結婚のこと

近所づきあいや地域との関わり
のこと

その他

特になし

無回答

21.6

33.7

7.8

42.0

11.8

5.1

47.5

12.9

3.9

10.2

3.1

14.5

7.5

23.1

46.2

10.3

42.3

19.2

11.5

44.9

32.1

16.7

24.4

1.3

7.7

12.8

18.6

28.3

11.5

31.9

8.8

8.0

24.8

23.9

11.5

15.9

2.7

15.0

14.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

身体障がい （回答者数 = 255）

精神障がい （回答者数 = 78）

知的障がい （回答者数 = 113）



 
67 

 

問
とい

19 あなたにとって、心配事
しんぱいごと

や悩
なや

みを相談
そうだん

できるのはだれですか。（○はいくつ

でも） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「主治医
し ゅ じ い

や医療
いりょう

機関
き か ん

の職員
しょくいん

」「生活
せいかつ

支援
し え ん

センターの相談員
そうだんいん

やケアマネジャー」の割合
わりあい

が、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「通所
つうしょ

・入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の職員
しょくいん

」

の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。また、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

で「家族
か ぞ く

」の割合
わりあい

が高
たか

くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

家族

友人

市役所や保健所などの職員

主治医や医療機関の職員

民生委員、児童委員

障害者団体の役員や会員

社会福祉協議会等の職員

ホームヘルパー

生活支援センターの相談員や

ケアマネジャー

障害者相談員

通所・入所施設の職員

手話通訳者、要約筆記者など
のコミュニケーション支援者

その他

相談相手はいない

無回答

72.2

23.9

3.5

16.9

5.1

1.2

3.1

4.3

12.5

1.6

4.7

1.2

2.0

7.5

7.1

56.4

25.6

17.9

33.3

9.0

0.0

14.1

7.7

21.8

7.7

17.9

3.8

1.3

3.8

7.7

67.3

18.6

8.0

8.8

2.7

2.7

11.5

8.0

16.8

6.2

23.9

1.8

4.4

2.7

11.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

身体障がい （回答者数 = 255）

精神障がい （回答者数 = 78）

知的障がい （回答者数 = 113）



 
68 

 

問
とい

20 この１年間
ねんかん

、あなたはどの程度
て い ど

地域
ち い き

の人
ひと

と交流
こうりゅう

をしましたか。（○はひと

つ） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「日常的
にちじょうてき

に交
こう

流
りゅう

した」の割合
わりあい

が高
たか

く

なっています。また、精神
せいしん

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「交流
こうりゅう

していない」の割合
わりあい

が高
たか

くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

21 地域
ち い き

の人
ひと

との交流
こうりゅう

をしていない理由
り ゆ う

はどのようなことですか。（○はいく

つでも） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「外出
がいしゅつ

が困難
こんなん

だから」「人
ひと

づきあいが

わずらわしいから」の割合
わりあい

が、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「会話
か い わ

など、コミュニケーションが困難
こんなん

だ

から」「地域
ち い き

のことに関心
かんしん

がないから」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

29.4

14.1

11.5

29.0

21.8

27.4

16.9

16.7

21.2

16.9

34.6

34.5

7.8

12.8

5.3

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

％

外出が困難だから

会話など、コミュニケーションが
困難だから

障害についての理解や協力が
得られないから

人づきあいがわずらわしいから

地域に対して疎遠に感じている
から

地域のことに関心がないから

その他

無回答

52.3

20.9

9.3

23.3

5.8

12.8

11.6

1.2

20.0

25.0

10.0

17.5

17.5

20.0

10.0

0.0

14.3

47.6

6.3

15.9

7.9

27.0

14.3

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

日常的に交流した ときどき交流した あまり交流していない

交流していない 無回答

身体障がい （回答者数 = 86）

精神障がい （回答者数 = 40）

知的障がい （回答者数 = 63）

身体障害

精神障害

知的障害



 
69 

 

問
とい

22 障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

しやすくするために、どのような環境
かんきょう

づくり

が必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。（○はいくつでも） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「バリアフリー等
とう

の施設
し せ つ

整備
せ い び

ができて

いること」の割合
わりあい

が、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「コミュニケーション支援
し え ん

など、障害
しょうがい

がある人
ひと

へ

の情報
じょうほう

保障
ほしょう

をする仕組
し く

みの充実
じゅうじつ

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

25 あなたは、過去
か こ

１年間
ねんかん

に何回
なんかい

外出
がいしゅつ

しましたか。（○はひとつ） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「ほぼ毎日
まいにち

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっていま

す。また、身体
しんたい

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「週
しゅう

２～３回
かい

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

障害等、本人の特性に対応して
もらえること

バリアフリー等の施設整備がで
きていること

移動支援の充実など障害があ
る人の外出を支援する仕組み
の充実

コミュニケーション支援など、障
害がある人への情報保障をす
る仕組みの充実

地域で行われる活動や行事に
ついての情報提供の充実

障害者も気軽に参加できる趣味
の教室や生涯学習の場の充実

その他

無回答

39.2

25.5

21.6

11.8

17.6

25.1

2.4

29.0

47.4

15.4

23.1

26.9

20.5

21.8

5.1

28.2

42.5

9.7

12.4

21.2

10.6

29.2

3.5

25.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ほぼ毎日 週２～３回 月２～３回 年に数回

全く外出しない 無回答

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

45.9

37.2

67.3

23.9

21.8

7.1

16.5

17.9

6.2

6.7

7.7

11.5

2.7

5.1

1.8

4.3

10.3

6.2

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

身体障がい （回答者数 = 255）

精神障がい （回答者数 = 78）

知的障がい （回答者数 = 113）

身体障害

精神障害

知的障害



 
70 

 

問
とい

26 外出
がいしゅつ

の目的
もくてき

は次
つぎ

のうちどれですか。（○はいくつでも） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「自治会
じ ち か い

や公民館
こうみんかん

などの地域
ち い き

活動
かつどう

」の

割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「買
か

い物
もの

」の割合
わりあい

が、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「映画
え い が

鑑賞
かんしょう

、コンサート、ス

ポーツなどの観賞
かんしょう

・見物
けんぶつ

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。また、身体
しんたい

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「通院
つういん

」の割合
わりあい

が、精神
せいしん

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
など

の活動
かつどう

」の割合
わりあい

が高
たか

く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

自治会や公民館などの地域活
動

映画鑑賞、コンサート、スポーツ
などの観賞・見物

スポーツ教室、大会等への参加

旅行・キャンプ・つり等の活動

学習活動

趣味の同好会活動

ボランティア等の社会活動

障害者団体等の活動

仕事

通学

通院

買い物

その他

無回答

22.4

15.2

5.5

16.0

2.5

10.5

7.2

5.9

33.8

0.4

59.1

66.7

16.5

2.5

9.1

15.2

0.0

13.6

6.1

3.0

1.5

16.7

45.5

0.0

54.5

77.3

7.6

0.0

10.6

20.2

8.7

13.5

5.8

7.7

3.8

15.4

44.2

2.9

27.9

69.2

8.7

7.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

身体障がい （回答者数 = 237）

精神障がい （回答者数 = 66）

知的障がい （回答者数 = 104）



 
71 

 

問
とい

28 困
こま

ったことがおきた外出先
がいしゅつさき

があれば教
おし

えてください。（○はいくつでも） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「スーパー、商店
しょうてん

」「病院
びょういん

」の割合
わりあい

が

高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

駅・電車

バス

市役所

スーパー、商店

金融機関

病院

旅館・ホテル

飲食店

理美容店

レジャー施設

その他

無回答

11.0

8.2

3.9

7.5

2.4

5.9

3.5

5.9

2.7

2.4

2.4

68.2

15.4

12.8

3.8

17.9

2.6

12.8

1.3

6.4

2.6

1.3

2.6

61.5

17.7

10.6

3.5

3.5

5.3

6.2

4.4

5.3

0.9

2.7

2.7

69.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

身体障がい （回答者数 = 255）

精神障がい （回答者数 = 78）

知的障がい （回答者数 = 113）



 
72 

 

問
とい

31 次
つぎ

のような場面
ば め ん

で、以前
い ぜ ん

と比
くら

べて障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する社会
しゃかい

の理解
り か い

が深
ふか

ま

ったと思
おも

いますか。 

ア．職場
しょくば

や雇用
こ よ う

の場
ば

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「そう思
おも

う」と「やや思
おも

う」をあわせ

た“思
おも

う”の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．学校
がっこう

や教育
きょういく

・保育
ほ い く

の場
ば

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「そう思
おも

う」と「やや思
おも

う」をあわせ

た“思
おも

う”の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう思う やや思う あまり思わない 思わない わからない 無回答

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

7.5

11.5

15.9

15.7

12.8

15.9

13.3

19.2

15.9

6.7

6.4

8.0

20.8

23.1

23.9

36.1

26.9

20.4

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

そう思う やや思う あまり思わない 思わない わからない 無回答

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

6.3

2.6

3.5

11.8

7.7

9.7

12.2

14.1

11.5

4.3

3.8

7.1

25.5

30.8

36.3

40.0

41.0

31.9

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

身体障害

精神障害

知的障害

身体障害

精神障害

知的障害



 
73 

 

ウ．地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

や集
あつ

まりの場
ば

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「そう思
おも

う」と「やや思
おも

う」をあわせ

た“思
おも

う”の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ．バスや電車
でんしゃ

など公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「そう思
おも

う」と「やや思
おも

う」をあわせ

た“思
おも

う”の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ．病院
びょういん

の受
じゅ

診
しん

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「そう思
おも

う」と「やや思
おも

う」をあわせ

た“思
おも

う”の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

6.7

5.1

4.4

14.9

2.6

13.3

22.7

25.6

17.7

8.2

12.8

11.5

20.0

19.2

29.2

27.5

34.6

23.9

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

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

9.4

5.1

8.0

17.3

16.7

12.4

14.9

17.9

18.6

8.6

9.0

13.3

19.6

15.4

26.5

30.2

35.9

21.2

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

そう思う やや思う あまり思わない 思わない わからない 無回答

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

16.1

10.3

13.3

25.9

19.2

11.5

12.9

17.9

19.5

5.9

7.7

7.1

13.7

11.5

26.5

25.5

33.3

22.1

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

身体障害

精神障害

知的障害

身体障害

精神障害

知的障害

身体障害

精神障害

知的障害
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カ．販売店
はんばいてん

や飲食店
いんしょくてん

などのお店
みせ

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「そう思
おも

う」と「やや思
おも

う」をあわせ

た“思
おも

う”の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ．市
し

役所
やくしょ

の窓口
まどぐち

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

で「そう思
おも

う」と「やや思
おも

う」

をあわせた“思
おも

う”の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

6.7

6.4

5.3

16.5

6.4

9.7

19.2

21.8

21.2

10.6

17.9

11.5

16.5

15.4

27.4

30.6

32.1

24.8

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

回答者数 =

身体障がい 255

精神障がい 78

知的障がい 113

18.4

9.0

9.7

16.5

24.4

16.8

14.1

19.2

13.3

5.1

5.1

6.2

17.3

10.3

31.9

28.6

32.1

22.1

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

身体障害

精神障害

知的障害

身体障害

精神障害

知的障害
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問
とい

32 日
ひ

ごろどのようにして行政
ぎょうせい

の様々
さまざま

な情報
じょうほう

を得
え

ていますか。（○はいくつで

も） 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

でみると、他
ほか

に比
くら

べ、身体
しんたい

障害
しょうがい

で「府
ふ

及
およ

び市
し

広報
こうほう

、声
こえ

の広報
こうほう

」「新聞
しんぶん

・雑誌
ざ っ し

」

の割合
わりあい

が、知的
ち て き

障害
しょうがい

で「家族
か ぞ く

・親戚
しんせき

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。また、精神
せいしん

障害
しょうがい

、

知的
ち て き

障害
しょうがい

で「生活
せいかつ

支援
し え ん

センター」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

府及び市広報、声の広報

ホームヘルパー等

ホームページやＳＮＳ

テレビ（一般放送）

行政の窓口

家族・親戚

友人や知人

手話放送・字幕放送

ＦＭいかる・メール配信

新聞・雑誌

生活支援センター

包括支援センター

民生委員・児童委員

その他

無回答

41.2

3.9

11.4

47.5

6.3

23.1

19.2

2.4

12.5

41.2

3.9

2.7

5.5

1.6

11.8

20.5

7.7

14.1

51.3

2.6

28.2

19.2

2.6

11.5

29.5

16.7

1.3

2.6

3.8

14.1

21.2

2.7

10.6

45.1

7.1

36.3

16.8

0.0

8.0

27.4

15.0

2.7

3.5

0.9

15.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

身体障がい （回答者数 = 255）

精神障がい （回答者数 = 78）

知的障がい （回答者数 = 113）
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（３）児童
じ ど う

の主
おも

なアンケート結果
け っ か

  

 

問
とい

４－１ お子
こ

さんは発達
はったつ

障害
しょうがい

の診断
しんだん

を受
う

けていますか。 

 子
こ

どもの発達
はったつ

障害
しょうがい

の診断
しんだん

状 況
じょうきょう

についてみると、「受
う

けている」（46.9％）が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「受
う

けていない」（31.3％）、「受
う

けていないが心配
しんぱい

している面
めん

がある」

（9.4％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

５ 現在
げんざい

、お子
こ

さんへの介助
かいじょ

の状 況
じょうきょう

をお聞
き

かせください。 

 現在
げんざい

の子
こ

どもの介助
かいじょ

状 況
じょうきょう

についてみると、「今
いま

のところは、介助
かいじょ

ができている」

（62.5％）が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「その他
た

」（9.4％）、「施設
し せ つ

入 所 中
にゅうしょちゅう

」（6.3％）とな

っています。 

 前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

と比
くら

べると、「今
いま

のところは、介助
かいじょ

ができている」は前回
ぜんかい

（72.7％）よ

り10.2ポイント少
すく

なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 32 ％

受けている

受けていない

受けていないが心配している面

がある

無回答

46.9

31.3

9.4

12.5

0 10 20 30 40 50

今のところは、介助ができている

ヘルパー制度等の利用を増やすなどすれば、何とか介助ができる

在宅での介助は既に限界の状態である

施設入所中

その他

無回答

回答者数 =

今回 32

前回 22

62.5

72.7

3.1

4.5

6.3 9.4

13.6

18.8

9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問
とい

６ お子
こ

さんは日中
にっちゅう

どのようにして過
す

ごしておられますか。 

 子
こ

どもの日中
にっちゅう

の過
す

ごし方
かた

についてみると、「自宅
じ た く

で過
す

ごしている」（31.3％）と

「療育
りょういく

教室
きょうしつ

へ行
い

っている」（31.3％）が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「地域
ち い き

の学校
がっこう

へ行
い

ってい

る」（28.1％）、「保育所
ほいくじょ

や幼稚園
ようちえん

へ行
い

っている」（25.0％）、「特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

へ行
い

ってい

る」（25.0％）、「リハビリに行
い

っている」（25.0％）となっています。 

 前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

と比
くら

べると、「自宅
じ た く

で過
す

ごしている」と「療育
りょういく

教室
きょうしつ

へ行
い

っている」は前回
ぜんかい

（ともに13.6％）より17.7ポイント多
おお

く、「保育所
ほいくしょ

や幼稚園
ようちえん

へ行
い

っている」は前回
ぜんかい

（13.6％）より11.4ポイント多
おお

くなっています。一方
いっぽう

、「特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

へ行
い

っている」

は前回
ぜんかい

（31.8％）より6.8ポイント少
すく

なく、「地域
ち い き

の学校
がっこう

へ行
い

っている」は前回
ぜんかい

（40.9％）

より12.8ポイント少
すく

なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

自宅で過ごしている

療育教室へ行っている

保育所や幼稚園へ行っている

特別支援学校へ行っている

地域の学校へ行っている

施設に入所している

放課後等デイサービスに行って
いる

リハビリに行っている

その他

31.3

31.3

25.0

25.0

28.1

6.3

15.6

25.0

0.0

13.6

13.6

13.6

31.8

40.9

0.0

15.6

25.0

4.5

0 10 20 30 40 50

今回 （回答者数 = 32）

前回 （回答者数 = 22）

系列1
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問
とい

11 お子
こ

さんのことで心配
しんぱい

ごとや悩
なや

みがあるときに、相談
そうだん

できるのはだれです

か。 

 子
こ

どものことを相談
そうだん

できる相手
あ い て

についてみると、「家族
か ぞ く

」（81.3％）が最
もっと

も多
おお

く、

次
つ

いで「学校
がっこう

・園
えん

の先生
せんせい

」（62.5％）、「主治医
し ゅ じ い

や医療
いりょう

機関
き か ん

の職員
しょくいん

」（56.3％）となっ

ています。 

 前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

と比
くら

べると、「主治医
し ゅ じ い

や医療
いりょう

機関
き か ん

の職員
しょくいん

」は前回
ぜんかい

（31.8％）より24.5ポ

イント多
おお

く、「家族
か ぞ く

」、「市
し

役所
やくしょ

や保健所
ほけんじょ

などの職員
しょくいん

」（21.9％）、「学校
がっこう

・園
えん

の先生
せんせい

」も

それぞれ前回
ぜんかい

より10ポイント以上
いじょう

多
おお

くなっています。一方
いっぽう

、「友人
ゆうじん

」（31.3％）は前回
ぜんかい

（40.9％）より9.6ポイント少
すく

なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

家族

友人

市役所や保健所などの職員

主治医や医療機関の職員

民生委員、児童委員

障害者団体の役員や会員

社会福祉協議会等の職員

ホームヘルパー

学校・園の先生

生活支援センターの相談員

障害者相談員

福祉関係施設の職員

その他

相談相手はいない

81.3

31.3

21.9

56.3

9.4

3.1

0.0

0.0

62.5

21.9

3.1

15.6

6.3

0.0

68.2

40.9

9.1

31.8

4.5

0.0

0.0

0.0

50.0

18.2

4.5

13.6

4.5

0.0

0 20 40 60 80 100

今回 （回答者数 = 32）

前回 （回答者数 = 22）

系列1



 
79 

 

問
とい

12 あなたが生活
せいかつ

していく上
うえ

で困
こま

ったり悩
なや

んだりしていることは何
なん

ですか。 

 生活上
せいかつじょう

の困
こま

りごとや悩
なや

みごとについてみると、「お子
こ

さんの将来
しょうらい

のこと」

（84.4％）が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「経済的
けいざいてき

なこと」（53.1％）、「仕事
し ご と

のこと」（40.6％）

となっています。 

 前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

と比
くら

べると、「経済的
けいざいてき

なこと」、「住宅
じゅうたく

のこと」（21.9％）、「災害
さいがい

や犯罪
はんざい

」

はそれぞれ前回
ぜんかい

より10ポイント以上
いじょう

多
おお

く、「親
おや

の老後
ろ う ご

のこと」（25.0％）、「仕事
し ご と

のこ

と」（31.8％）もそれぞれ前回
ぜんかい

より６ポイント以上
いじょう

多
おお

くなっています。一方
いっぽう

、「お子
こ

さ

んの将来
しょうらい

のこと」は前回
ぜんかい

（90.9％）より6.5ポイント少
すく

なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「近所
きんじょ

づきあいや地域
ち い き

との関
かか

わりのこと」「きょうだいのこと」は今回
こんかい

調査
ちょうさ

で新設
しんせつ

した選択肢
せんたくし

です。 

 

  

％

お子さんの将来のこと

経済的なこと

親の老後のこと

介助者のこと

住宅のこと

災害や犯罪

仕事のこと

健康のこと

近所づきあいや地域との関わり
のこと

きょうだいのこと

その他

特になし

84.4

53.1

25.0

12.5

21.9

28.1

40.6

25.0

28.1

31.3

3.1

3.1

90.9

31.8

18.2

13.6

4.5

4.5

31.8

22.7

－

－

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

今回 （回答者数 = 32）

前回 （回答者数 = 22）

系列1
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問
とい

13 お子
こ

さんのことで、困
こま

ったり悩
なや

んだりしていることは何
なん

ですか。 

 子
こ

どもについての困
こま

りごとや悩
なや

みごとについてみると、「家族
か ぞ く

がいなくなったとき

の生活
せいかつ

」（75.0％）が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「進学
しんがく

や訓練
くんれん

、就 職
しゅうしょく

等
など

進路
し ん ろ

のこと」（59.4％）、

「本人
ほんにん

の障害
しょうがい

や病気
びょうき

に関
かん

すること」（46.9％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 32 ％

本人の障害や病気に関すること

通園施設や保育所（園）、幼稚
園、学校のこと

利用できる福祉制度やサービス
の内容・利用方法

家族の本人の障害に対する理
解

突発的なことにより、家族で介
助ができない場合のこと

生活費等のやりくり

進学や訓練、就職等進路のこと

趣味やスポーツ等余暇の過ごし
方

災害等緊急時の対応

家族がいなくなったときの生活

成年後見制度に関すること

特にない

その他

46.9

31.3

15.6

6.3

28.1

18.8

59.4

18.8

18.8

75.0

9.4

3.1

3.1

0 20 40 60 80
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問
とい

14 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の教育
きょういく

について、どのようなことが必要
ひつよう

であると

思
おも

いますか。 

 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の教育
きょういく

に必要
ひつよう

なことについてみると、「教育
きょういく

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・

福祉
ふ く し

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

」（75.0％）が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の個々
こ こ

のニー

ズに応
おう

じた学習
がくしゅう

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

」（68.8％）、「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の理解
り か い

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

」

（65.6％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 32 ％

児童・生徒の個々のニーズに応

じた学習指導の充実

スロープ等、児童・生徒の障害

に対応した施設整備

特別支援教育の理解・啓発の

推進

教育・保健・医療・福祉等の関

係機関の連携

早期発見・早期療育システムの

確立

保護者に対する相談支援

保護者に対する経済的支援

特にない

その他

68.8

43.8

65.6

75.0

25.0

53.1

59.4

0.0

6.3

0 20 40 60 80



 
82 

 

問
とい

15 お子
こ

さんは、たんの吸引
きゅういん

、導
どう

尿
にょう

、経管
けいかん

栄養
えいよう

、人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

管理
か ん り

など医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

ですか。 

 子
こ

どもの医療的
いりょうてき

ケアの必要性
ひつようせい

についてみると、「必要
ひつよう

としていない」（87.5％）が

最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「必要
ひつよう

としている」（6.3％）となっています。 

 前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

と比
くら

べると、「必要
ひつよう

としている」は前回
ぜんかい

（18.2％）より11.9ポイント少
すく

なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必要としている 必要としていない わからない 無回答

回答者数 =

今回 32

前回 22

6.3

18.2

87.5

72.7 4.5

6.3

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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３ 用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

【あ行
ぎょう

】 

アクセシビリティ 

年齢
ねんれい

や障害
しょうがい

の有無
う む

に関係
かんけい

なく、誰
だれ

でもさまざまな製品
せいひん

、サービスや情報
じょうほう

などを支障
ししょう

なく

利用
り よ う

できること。 

 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

聴覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

、音声
おんせい

機能
き の う

、視覚
し か く

その他
た

の障害
しょうがい

のため、意思
い し

疎通
そ つ う

に支障
ししょう

がある人
ひと

を手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の設置
せ っ ち

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の派遣
は け ん

などにより支援
し え ん

する事業
じぎょう

。 

 

【か行
ぎょう

】 

グループホーム 

障害
しょうがい

により単身
たんしん

生活
せいかつ

が困難
こんなん

な人
ひと

を対象
たいしょう

とした、相談
そうだん

や日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の援助
えんじょ

や入浴
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

等
とう

を受
う

けながら地域
ち い き

で共同
きょうどう

生活
せいかつ

を営
いとな

むことのできる住居
じゅうきょ

のこと。 

 

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

条約
じょうやく

」の第
だい

2 条
じょう

で定義
て い ぎ

が示
しめ

されている。具体的
ぐたいてき

には、障害
しょうがい

のある人
ひと

が障害
しょうがい

のない人
ひと

と平等
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

ち又
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

のこと。「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、又
また

は過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

を課
か

さないもの」という条件
じょうけん

が付
つ

けられる。 

 

【さ行
ぎょう

】 

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 

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

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むうえで障壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

にお

ける事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
ほか

一切
いっさい

のもの。 

 

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
など

の障害
しょうがい

の多様
た よ う

な特性
とくせい

その他
ほか

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。区分
く ぶ ん

１から区分
く ぶ ん

6 まであり、区分
く ぶ ん

6 が最
もっと

も支援
し え ん

の度合
ど あ

い

が高
たか

い。 

 

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

と社会
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

に関
かん

して基本
き ほ ん

原則
げんそく

を定
さだ

め、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

を明
あき

らかにするとともに、施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定
さだ

めることによって

障害者
しょうがいしゃ

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

に進
すす

め、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

を増進
ぞうしん

することを目的
もくてき

とする法律
ほうりつ

（平成
へいせい

５年
ねん

施行
せ こ う

）。 
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障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

 

正式
せいしき

名称
めいしょう

は「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

」。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

するための法律
ほうりつ

（平成
へいせい

28年
ねん

施行
せ こ う

）。 

 

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

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」に基
もと

づき、身近
み じ か

な地域
ち い き

で、障害者
しょうがいしゃ

の就 業 面
しゅうぎょうめん

と

生活面
せいかつめん

の支援
し え ん

を一体的
いったいてき

に行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

や職 業
しょくぎょう

の安定
あんてい

を図
はか

る機関
き か ん

のこと。 

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

、精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

を不利益
ふ り え き

か

ら守
まも

る制度
せ い ど

。契約
けいやく

締結
ていけつ

や費用
ひ よ う

支払
しはらい

等
とう

の財産
ざいさん

管理
か ん り

、施設
し せ つ

や介護
か い ご

サービスの選択
せんたく

等
とう

について契約
けいやく

等
とう

の法律
ほうりつ

行為
こ う い

を行
おこな

うのが困難
こんなん

な場合
ば あ い

に、後見人
こうけんにん

等
とう

を選任
せんにん

し、本人
ほんにん

に代
か

わり生活
せいかつ

と財産
ざいさん

を

保護
ほ ご

する。 

 

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
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

などからの相談
そうだん

に応
おう

じ、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

の促進
そくしん

を図
はか

るため、福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

援助
えんじょ

、社会
しゃかい

資源
し げ ん

の活用
かつよう

及
およ

び社会生
しゃかいせい

活力
かつりょく

を高
たか

めるための

支援
し え ん

を行
おこな

う事業
じぎょう

 のこと。 

 

【た行
ぎょう

】 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム 

地域
ち い き

の包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

・サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

のこと。取
と

り分
わ

け、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

ケアシステムとは、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

の一員
いちいん

として、安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしが

できるよう、医療
いりょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

、住
す

まい、地域
ち い き

の助
たす

け合
あ

い、教育
きょういく

が包括的
ほうかつてき

に確保
か く ほ

されたシステムのことを言
い

う。 

 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター 

高齢者
こうれいしゃ

が住
す

みなれた地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

するための相談
そうだん

窓口
まどぐち

であり、介護
か い ご

・福祉
ふ く し

・医療
いりょう

・健康
けんこう

等
など

、さまざまな面
めん

から総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための機関
き か ん

。 

 

【な行
ぎょう

】 

ニーズ 

必要
ひつよう

としていることとその程度
て い ど

（量
りょう

・質
しつ

）を示
しめ

す概念
がいねん

。障害
しょうがい

のある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

が日々
ひ び

の生活
せいかつ

の中
なか

で「困
こま

っていること」「望
のぞ

んでいること」（課題
か だ い

すべき課題
か だ い

）も含
ふく

まれる。 
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ノーマライゼーション 

障害
しょうがい

のある者
もの

が障害
しょうがい

のない者
もの

と同等
どうとう

に生活
せいかつ

し、活動
かつどう

する社会
しゃかい

を目指
め ざ

す理念
り ね ん

。障害
しょうがい

のある

人
ひと

を特別視
とくべつし

するのではなく、一般
いっぱん

社会
しゃかい

の中
なか

で普通
ふ つ う

の生活
せいかつ

が送
おく

れるような条件
じょうけん

を整
ととの

えるべ

きであり、共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

こそノーマルな社会
しゃかい

であるという考
かんが

え。 

 

【は行
ぎょう

】 

バリアフリー 

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

が社会
しゃかい

生活
せいかつ

をしていく上
うえ

で、障壁
しょうへき

（バリア）となるものを除去
じょきょ

す

る考
かんが

え方
かた

。段差
だ ん さ

等
など

、物理的
ぶつりてき

な障壁
しょうへき

だけでなく、障害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を困難
こんなん

にして

いる情報
じょうほう

・文化的
ぶんかてき

、制度的
せいどてき

、心理的
しんりてき

なすべての障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

という意味
い み

も含
ふく

んでいる。 

 

【や行
ぎょう

】 

ユニバーサルデザイン 

高齢者
こうれいしゃ

・障害
しょうがい

のある人
ひと

・子
こ

ども・妊産婦
にんさんぷ

等
など

みんなが使
つか

いやすい製品
せいひん

や住
す

みやすい環境
かんきょう

をつ

くりだそうという考
かんが

え方
かた

。 

 

要約
ようやく

筆記
ひ っ き

 

話
はな

し手
て

の内容
ないよう

をつかんで、それを筆記
ひ っ き

して聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある人
ひと

に伝達
でんたつ

すること。話
はなし

の内容
ないよう

を書
か

き取
と

りスクリーンに投影
とうえい

する方法
ほうほう

や、パソコンで入 力
にゅうりょく

した内容
ないよう

をビデオプロジェク

ターから投影
とうえい

する方法
ほうほう

が用
もち

いられる。通常
つうじょう

、所定
しょてい

の講習
こうしゅう

を受
う

けて要約
ようやく

筆記
ひ っ き

の技術
ぎじゅつ

を習
しゅう

得
とく

した者
もの

が行
おこな

う。 

 

【ら行
ぎょう

】 

ライフステージ 

人
ひと

の一生
いっしょう

を幼児期
よ う じ き

、児童期
じ ど う き

、青
せい

年期
ね ん き

、成年期
せいねんき

、老年期
ろうねんき

など年代
ねんだい

によって分
わ

けたそれぞれの

段階
だんかい

のこと。それぞれの段階
だんかい

に応
おう

じた節目
ふ し め

となるできごとがあり、それぞれの段階
だんかい

ごとに

特徴的
とくちょうてき

な悩
なや

みや問題
もんだい

などがみられる。 

 



 

 

第
だい

４期
き

綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 

令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

 

綾部市
あ や べ し

 福祉
ふ く し

保健部
ほ け ん ぶ

 障害者
しょうがいしゃ

支援課
し え ん か

 

〒623-8501 京都府
き ょ うと ふ

綾部市
あ や べ し

若竹
わかたけ

町
ちょう

8番地
ば ん ち

の 1 

電話
で ん わ

：0773-42-3280 FAX：0773-42-8953 


