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）３月
がつ

 

福山市
ふくやまし

 

 

 



 

 

 

はじめに 

 

本市
ほ ん し

では，２０１６年
ねん

（平成
へいせい

２８年
ねん

）３月
がつ

に「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

総合
そうごう

計画
けいかく

」を，２０

１８ 年
ねん

（平成
へいせい

３０年
ねん

）３月
がつ

には「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

２０１８（第
だい

５期
き

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

・第
だい

１期
き

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）」を策定
さくてい

し，総合的
そうごうてき

・長期的
ちょうきてき

な視点
し て ん

で障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の

充実
じゅうじつ

に向
む

けた施策
し さ く

を推進
すいしん

するとともに， 障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

を支援
し え ん

する 障
しょう

がい

福祉
ふ く し

サービス及
およ

び障
しょう

がい児
じ

通
つう

所
しょ

支援
し え ん

等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に取
と

り組
く

んでまいりました。 

この間
かん

，我
わ

が国
くに

においては，２０１８ 年
ねん

（平成
へいせい

３０年
ねん

）に「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

）」

が策定
さくてい

され，障
しょう

がい者
しゃ

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

が総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

され

てきました。 

こうした背景
はいけい

を踏
ふ

まえ，本市
ほ ん し

では，この度
たび

，「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

総合
そうごう

計画
けいかく

」，「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」，「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を一体
いったい

のものとして，２０２１年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

３

年度
ね ん ど

）から２０２６年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

）までを計画
けいかく

期間
き か ん

とする「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

プラン」を策定
さくてい

しました。本
ほん

プランにおいては，「 障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され 互
たが

いに支
ささ

え合
あ

い 生
い

き

る喜
よろこ

びがあふれる共生
きょうせい

のまち 福山
ふくやま

をめざして」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とし，共
とも

に支
ささ

え合
あ

う「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

に向
む

けて，療育
りょういく

や就労
しゅうろう

など，ライフステージに応
おう

じた切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ることとしています。 

今後
こ ん ご

は，本
ほん

プランを基
もと

に，市民
し み ん

，関係
かんけい

団体
だんたい

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

の御理解
ご り か い

と御協力
ごきょうりょく

をいただく中
なか

で，

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も，住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で，安心
あんしん

していきいきと暮
く

らすことができるまち

づくりに鋭意
え い い

取
と

り組
く

んでまいります。 



 

 

 

終
お

わりに，本
ほん

プランの策定
さくてい

にあたり，貴重
きちょう

な御意見
ご い け ん

や多大
た だ い

なる御協力
ごきょうりょく

をいただきました皆様
みなさま

に心
こころ

から感謝
かんしゃ

申
もう

しあげます。 
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第
だい

１部
ぶ

 プランの概要
がいよう

と本市
ほ ん し

の現状
げんじょう

 

第
だい

１章
しょう

 プランの概要
がいよう

 

【１】策定
さ く てい

の背景
はいけい

と趣旨
し ゅ し

 

「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

）」の策定
さ く てい

 

国
くに

は，２０１８年
ねん

（平成
へいせい

３０年
ねん

）３月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

）」を閣議
か く ぎ

決定
けってい

し， 

２０１８年度
ね ん ど

（平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

）からの５年間
ねんかん

における障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の 

支援
し え ん

等
とう

のための施策
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

について定
さだ

めました。 

この計画
けいかく

は，我
わ

が国
くに

が「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

」を批准
ひじゅん

したあと初
はじ

めて策定
さくてい

されたも

ので，障
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

をめざすことを基本
き ほ ん

としています。 

自
みずか

らの意思
い し

決定
けってい

に基
もと

づく社会
しゃかい

活動
かつどう

への参加
さ ん か

，自
みずか

らの能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

発揮
は っ き

し自己
じ こ

実現
じつげん

できるた

めの支援
し え ん

，社会的
しゃかいてき

な障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

をその基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の趣旨
し ゅ し

として掲
かか

げています。 

 

「第
だい

４次
じ

広島県障害者
ひろしまけんしょうがいしゃ

プラン」の策定
さ く てい

 

２０１９年
ねん

（平成
へいせい

３１年
ねん

）３月
がつ

には，制度
せ い ど

改革
かいかく

や障
しょう

がい者
しゃ

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

の変化
へ ん か

等
とう

による

新
あら

たな枠組
わ く ぐ

みに対応
たいおう

するために，広島県
ひろしまけん

において「第
だい

４次
じ

広島県障害
ひろしまけんしょうがい

者
しゃ

プラン（広島県
ひろしまけん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

）」を策定
さくてい

しています。 

 

改正
かいせい

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そ うご う

支援法
し え ん ほ う

」・「児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

」の施行
し こ う

 

２０１６年
ねん

（平成
へいせい

２８年
ねん

）５月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するた

めの法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」という。）及
およ

び「児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

」が一部
い ち ぶ

改正
かいせい

され，２０



 

2 

 

１８年
ねん

（平成
へいせい

３０年
ねん

）４月
がつ

から施行
し こ う

されました。これにより，自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

，就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

等
とう

が新設
しんせつ

されるなど 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

での暮
く

らしを支援
し え ん

するサービスが拡充
かくじゅう

されるとともに，

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

への支援
し え ん

のための保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

等
とう

の連携
れんけい

や障
しょう

がい児
じ

へのサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の

計画的
けいかくてき

な構築
こうちく

を推進
すいしん

するため，各自治体
か く じ ち た い

が障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を定
さだ

めることとなりました。 

さらに，２０２０年
ねん

（令和
れ い わ

２年
ねん

）１月
がつ

に社会
しゃかい

保障
ほしょう

審議会
しんぎかい

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

が開催
かいさい

され，「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に係
かかわ

る基本
き ほ ん

指針
し し ん

」の見直
み な お

しが示
しめ

されました。 

基本
き ほ ん

指針
し し ん

見直
み な お

しの主
おも

なポイントとして，地域
ち い き

における生活
せいかつ

の維持
い じ

及
およ

び継続
けいぞく

の推進
すいしん

を始
はじ

め「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

に向
む

けた取組
とりくみ

，発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

等
とう

支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

など，計画
けいかく

に加
くわ

えるべき

９つの方
ほう

向性
こうせい

が示
しめ

されています。 

 

福山市
ふ く や ま し

こころをつなぐ手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

 

本市
ほ ん し

は，手話
し ゅ わ

は言語
げ ん ご

であるという認識
にんしき

のもと，手話
し ゅ わ

への理解
り か い

や手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

を図
はか

り，全
すべ

ての市民
し み ん

が共生
きょうせい

する地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため，２０１７年
ねん

（平成
へいせい

２９年
ねん

）１２月
がつ

２０日
にち

に「福山市
ふくやまし

ここ

ろをつなぐ手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

」を制定
せいてい

しました。 

 

本市
ほ ん し

の取組
と り く み

 

本市
ほ ん し

では，２０１６年
ねん

（平成
へいせい

２８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

第
だい

１１条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づく

「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

総合
そうごう

計画
けいかく

」（以下
い か

「前期
ぜ ん き

計画
けいかく

」という。）を策定
さくてい

し，その基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を

「障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され 互
たが

いに支
ささ

え合
あ

い 生
い

きる喜
よろこ

びがあふれる共生
きょうせい

のまち 

福山
ふくやま

をめざして」と定
さだ

め，障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

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

してきました。 

２０１８年
ねん

（平成
へいせい

３０年
ねん

）３月
がつ

には，障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

８８条
じょう

及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

 



 

3 

 

第
だい

３３条
じょう

の２０の規定
き て い

に基
もと

づく「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

２０１８（第
だい

５期
き

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

，第
だい

１期
き

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）」（以下
い か

「第
だい

５期
き

計画
けいかく

」という。）を策定
さくてい

し，障
しょう

が

い福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に取
と

り組
く

んできました。 

両計画
りょうけいかく

は，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）までを対象
たいしょう

期間
き か ん

としており，この度
たび

計画
けいかく

期間
き か ん

の満了
まんりょう

に伴
ともな

い，両計画
りょうけいかく

を一体
いったい

のものとして「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

プラン」（以下
い か

「プラン」という。）

を策定
さくてい

します。 
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【障
しょう

がい者
しゃ

を取
と

り巻
ま

く法律
ほ う り つ

や制度
せ い ど

の整備
せ い び

内容
ないよう

と福山市
ふ く や ま し

の関
かか

わり】 

年
ねん

 
法律
ほうりつ

や制度
せ い ど

の整備
せ い び

内容
ないよう

 

（法令
ほうれい

名称
めいしょう

は略称
りゃくしょう

） 
国
くに

 福山市
ふ く や ま し

 

2011年
ねん

 

（平成
へいせい

23年
ねん

） 
改正
かいせい

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」の一部
い ち ぶ

施行
し こ う

 
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

基
本

き

ほ

ん

計
画

け
い
か
く

（
第 だ

い

２
次 じ

） 

福
山
市

ふ
く
や
ま
し

障
し
ょ
う

が
い
者 し

ゃ

保
健

ほ

け

ん

福
祉

ふ

く

し

総
合

そ
う
ご
う

計
画

け
い
か
く 

（
後
期

こ

う

き

実
施

じ

っ

し

プ
ラ
ン
） 

 

2012年
ねん

 

（平成
へいせい

24年
ねん

） 

「児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

」の改正
かいせい

 

「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」の施行
し こ う

 

第 だ
い

３
期 き

福
山
市

ふ
く
や
ま
し

障
し
ょ
う

が
い 

福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く 

2013年
ねん

 

（平成
へいせい

25年
ねん

） 

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」の一部
い ち ぶ

施行
し こ う

 

「障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

」の施行
し こ う

 

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

基
本

き

ほ

ん

計
画

け
い
か
く

（
第 だ

い

３
次 じ

） 

2014年
ねん

 

（平成
へいせい

26年
ねん

） 

「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」の批准
ひじゅん

 

改正
かいせい

「精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

」の施行
し こ う

 

2015年
ねん

 

（平成
へいせい

27年
ねん

） 

「難病
なんびょう

の患者
かんじゃ

に対
たい

する医療
いりょう

等
とう

に関
かん

する

法律
ほうりつ

」の施行
し こ う

 

第 だ
い

４
期 き

福
山
市

ふ
く
や
ま
し

障
し
ょ
う

が
い
福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く 

2016年
ねん

 

（平成
へいせい

28年
ねん

） 

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」の施行
し こ う

 

改正
かいせい

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」の一部
い ち ぶ

施行
し こ う

 

改正
かいせい

「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

」の施行
し こ う

 

福
山
市

ふ
く
や
ま
し

障
し
ょ
う

が
い
者 し

ゃ

保
健

ほ

け

ん

福
祉

ふ

く

し

総
合

そ
う
ご
う

計
画

け
い
か
く 

2017年
ねん

 

（平成
へいせい

29年
ねん

） 

「ユニバーサルデザイン 2020行動
こうどう

計画
けいかく

」

の策定
さくてい

 

2018年
ねん

 

（平成
へいせい

30年
ねん

） 

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」の改正
かいせい

 

「児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

」の改正
かいせい

 

改正
かいせい

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」の一部
い ち ぶ

施行
し こ う

 

「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進法
そくしんほう

」の施行
し こ う

 

「障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

推進法
すいしんほう

」の施行
し こ う

 

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

基
本

き

ほ

ん

計
画

け
い
か
く

（
第 だ

い

４
次 じ

） 

福
山
市

ふ
く
や
ま
し

障
し
ょ
う

が
い
福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く

２
０
１
８ 

（
第 だ

い

５
期 き

福
山
市

ふ
く
や
ま
し

障
し
ょ
う

が
い
福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く 

第 だ
い

１
期 き

福
山
市

ふ
く
や
ま
し

障
し
ょ
う

が
い
児 じ

福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く

） 

2019年
ねん

 

（令和
れ い わ

元年
ねん

） 

「障害者
しょうがいしゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

プラン」の公表
こうひょう

 

「読書
どくしょ

バリアフリー法
ほう

」の施行
し こ う

 

2020年
ねん

 

（令和
れ い わ

２年
ねん

） 

「社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

」の改正
かいせい

 

「電話
で ん わ

リレー法
ほう

」の施行
し こ う
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【２】プランの位置付
い ち づ

け 

１ プランの位置付
い ち づ

け 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

１１条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づく「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」と，障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

８８条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づく「市町村
しちょうそん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

第
だい

３３条
じょう

の２０第
だい

１

項
こう

に基
もと

づく「市町村
しちょうそん

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を一体
いったい

のものとして，障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

全般
ぜんぱん

に関
かん

する基本的
きほんてき

方向
ほうこう

と本市
ほ ん し

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

のあるべき 姿
すがた

と見込量
みこみりょう

，達成
たっせい

のための方策
ほうさく

を定
さだ

めるもの

です。 

本
ほん

プランは，国
くに

や県
けん

の計画
けいかく

を踏
ふ

まえつつ，本市
ほ ん し

の最上
さいじょう

位
い

計画
けいかく

である「福山
ふくやま

みらい創造
そうぞう

ビジョ

ン（福山市
ふくやまし

総合
そうごう

計画
けいかく

）」を始
はじ

め，「福山市
ふくやまし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

２０１７」「福山市
ふくやまし

ネウボラ事業
じぎょう

計画
けいかく

」

「福山市
ふくやまし

高齢者
こうれいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

２０２１」「ふくやま健康
けんこう

フクイク２１いきいきプラン２０１８」

等
とう

，関連
かんれん

する他
た

の部門
ぶ も ん

計画
けいかく

との整合
せいごう

にも配慮
はいりょ

するものです。 
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【プランの位置付
い ち づ

け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福山市
ふ く や ま し

 

連携
れんけい

 

根拠法
こんきょほう

 

●「障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

」 

●「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

」 

●「児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

」 

国
くに

 

●「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

）」 

●「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に係
かか

る基本
き ほ ん

指針
し し ん

」 

●「障害者
しょうがいしゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

プラン」 

広島県
ひろしまけん

 

●「第
だい

４次
じ

広島県
ひろしまけん

障害者
しょうがいしゃ

プラン」 

●「広島県
ひろしまけん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」「広島県
ひろしまけん

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」 

●「広島県
ひろしまけん

保健
ほ け ん

医療
いりょう

計画
けいかく

」 

福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい者
しゃ

プラン 

●福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

総合
そうごう

計画
けいかく

 

●福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

●福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
 

 関連
かんれん

計画
けいかく

 

○福山市
ふ く や ま し

ネウボラ事業
じぎょう

計画
けいかく

 

○その他
た

の分野
ぶ ん や

別
べつ

個別
こ べ つ

計画
けいかく

（介護
か い ご

，

健康
けんこう

，防災
ぼうさい

，都市
と し

，教育
きょういく

など） 

福山市
ふ く や ま し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

福山
ふくやま

みらい創造
そうぞう

ビジョン（福山市
ふ く や ま し

総合
そうごう

計画
けいかく

） 
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２ プランの見取
み と

り図
ず

 

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

プランの「第
だい

３部
ぶ

 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の展開
てんかい

」には，障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

に係
かか

る施策
し さ く

の体系
たいけい

及
およ

び事業
じぎょう

が示
しめ

してあります。保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・療育
りょういく

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

・雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

・

福祉
ふ く し

のまちづくり・差別
さ べ つ

解消
かいしょう

・理解
り か い

促進
そくしん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

などです。 

そのなかの生活
せいかつ

支援
し え ん

には障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

が含
ふく

まれます。 

「第
だい

４部
ぶ

 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

」では，この生活
せいかつ

支援
し え ん

に大
おお

きな関
かか

わりを持
も

つ，障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

に係
かか

る目標
もくひょう

などについて示
しめ

します。成果
せ い か

目標
もくひょう

・訪問
ほうもん

系
けい

サービ

ス見込量
みこみりょう

・日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス見込量
みこみりょう

・居住
きょじゅう

系
けい

サービス見込量
みこみりょう

・相談
そうだん

支援
し え ん

見込量
みこみりょう

・障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

等
とう

見込量
みこみりょう

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

などについてです。 

 

 

【プランの見取
み と

り図
ず

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
だい

３部
ぶ

 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の展開
てんかい

 

（障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

に係
かか

る施策
し さ く

の体系
たいけい

及
およ

び事業
じぎょう

） 

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

 ・福祉
ふ く し

のまちづくり 

・療育
りょういく

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

 ・差別
さ べ つ

解消
かいしょう

 

・雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

 ・理解
り か い

促進
そくしん

 

・生活
せいかつ

支援
し え ん

                  ・情報
じょうほう

提供
ていきょう

・・・など 

 

第
だい

４部
ぶ

 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

 

（障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

に係
かか

る目標
もくひょう

等
とう

） 

・成果
せ い か

目標
もくひょう

 

・訪問
ほうもん

系
けい

サービス見込量
みこみりょう

 

・日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス見込量
みこみりょう

 

・居住
きょじゅう

系
けい

サービス見込量
みこみりょう

 

・相談
そうだん

支援
し え ん

見込量
みこみりょう

 

・障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

等
とう

見込量
みこみりょう

 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

・・・など 

 

 障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

及び
お よ び

障
しょう

が

い児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

において定
さだ

める数値
す う ち

目標
もくひょう

等
と う

を整理
せ い り

 

本市
ほ ん し

が実施
じ っ し

する障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

等
と う

全般
ぜんぱん

について整理
せ い り
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【３】対象者
たいしょうしゃ

の範囲
は ん い

 

本
ほん

プランの対象
たいしょう

とする障
しょう

がい者
しゃ

は，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

で規定
き て い

する「身体障
しんたいしょう

がい，知的
ち て き

障
しょう

がい，精神障
せいしんしょう

がい（発達障
はったつしょう

がいを含
ふく

む。）その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障
しょう

がいがある者
もの

であっ

て， 障
しょう

がい及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
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

状態
じょうたい

にあるもの」を基本
き ほ ん

としています。 

 

 

 

【４】対象
たいしょう

期間
き か ん

 

２０２１年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

）から２０２６年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

）までの６年間
ねんかん

です。 

ただし，「第
だい

４部
ぶ

 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

」に定
さだ

める内容
ないよう

については，国
くに

が３年
ねん

ごと

に示
しめ

す基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づき２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）に見直
み な お

しを行
おこな

います。 

 

 

2018 

年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

 

30

年度
ね ん ど

） 

2019 

年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

 

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020 

年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

 

２

年度
ね ん ど

） 

2021 

年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

 

３

年度
ね ん ど

） 

2022 

年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

 

４

年度
ね ん ど

） 

2023 

年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

 

５

年度
ね ん ど

） 

2024 

年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

 

６

年度
ね ん ど

） 

2025 

年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

 

７

年度
ね ん ど

） 

2026 

年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

 

８

年度
ね ん ど

） 

福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい者
しゃ

プラン 

         
 

 福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい者
しゃ

プラン（本
ほん

プラン） 
         

（福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

総合
そ う ご う

計画
けいか く

） 

         

福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

総合
そ うご う

計画
けいかく

 

福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

総合
そ うご う

計画
けいかく

 

（本
ほん

プラン） 
         

（福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

） 

         

第
だい

５期
き

 第
だい

６期
き

（本
ほん

プラン） 第
だい

７期
き

（見直
み な お

し） 
         

（福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいか く

） 

         

第
だい

１期
き

 第
だい

２期
き

（本
ほん

プラン） 第
だい

３期
き

（見直
み な お

し） 
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【５】策定
さ く てい

方法
ほうほう

 

１ アンケート調査
ち ょ う さ

等
と う

の実施
じ っ し

 

（１）市民
し み ん

アンケート 

市内
し な い

の障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に対
たい

し，現在
げんざい

の生活
せいかつ

実態
じったい

や意識
い し き

及
およ

び今後
こ ん ご

のニーズ等
とう

を調査
ちょうさ

し， 

プラン策定
さくてい

の基礎
き そ

資料
しりょう

とすることを目的
もくてき

として，郵送
ゆうそう

での配布
は い ふ

・回収
かいしゅう

によりアンケート調査
ちょうさ

を

実施
じ っ し

しました。併
あわ

せて，２０歳
さい

以上
いじょう

の障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

を持
も

っていない市民
し み ん

に対
たい

し，障
しょう

がい者
しゃ

と

のつながりの様子
よ う す

や，今後
こ ん ご

の福祉
ふ く し

の在
あ

り方
かた

等
とう

についての意見
い け ん

を把握
は あ く

するため，プラン策定
さくてい

の基礎
き そ

資料
しりょう

とすることを目的
もくてき

としたアンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。 

 

調査
ちょうさ

対象
たいしょう

 

（１）市内
し な い

に住所
じゅうしょ

を有
ゆう

する身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

，療育
りょういく

手帳
てちょう

， 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の所持者
しょじしゃ

及
およ

び障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

受給者
じゅきゅうしゃ

 

（２）市内
し な い

に住所
じゅうしょ

を有
ゆう

する障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

等
とう

非所持者
ひ し ょ じ し ゃ

 

調査
ちょうさ

期間
き か ん

 

２０１９年
ねん

（令和
れ い わ

元年
がんねん

）１２月
がつ

９日
にち

から２０２０年
ねん

（令和
れ い わ

２年
ねん

）１月
がつ

６日
にち

 

調査
ちょうさ

方法
ほうほう

 

郵送
ゆうそう

による調査票
ちょうさひょう

の配布
は い ふ

 回収
かいしゅう

 

配布数
はいふすう

 （１）３，５００人
にん

 （２）１，０００人
にん

 

（１）の内訳
うちわけ

 

１８歳
さい

以上
いじょう

 ２，９００人
にん

，１８歳
さい

未満
み ま ん

 ６００人
にん
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回収数
かいしゅうすう

（１）１，５１３人
にん

 （２）３４０人
にん

 

（１）の内訳
うちわけ

 

１８歳
さい

以上
いじょう

 １，２５４人
にん

，１８歳
さい

未満
み ま ん

 ２５９人
にん

  

回収率
かいしゅうりつ

 （１）４３.２パーセント （２）３４.０パーセント 

（１）の内訳
うちわけ

 

１８歳
さい

以上
いじょう

 ４３.２パーセント，１８歳
さい

未満
み ま ん

 ４３.２パーセント 

 

なお，本
ほん

プランでは，上記
じょうき

（１）のうち，１８歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

を対象
たいしょう

としたものの 

集計
しゅうけい

結果
け っ か

を引用
いんよう

する場合
ば あ い

は，「障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

」と表記
ひょうき

し， 

１８歳
さい

未満
み ま ん

の人
ひと

を対象
たいしょう

としたものの集計
しゅうけい

結果
け っ か

を引用
いんよう

する場合
ば あ い

は，「障
しょう

がい児
じ

（１８歳
さい

未満
み ま ん

）

アンケート調査
ちょうさ

」と表記
ひょうき

します。また，上記
じょうき

（２）の集計
しゅうけい

結果
け っ か

を引用
いんよう

する場合
ば あ い

は，「アンケー

ト調査
ちょうさ

（手帳
てちょう

等
とう

非所持者
ひ し ょ じ し ゃ

）」と表記
ひょうき

します。 

 

（２）事業所
じぎょうしょ

アンケート 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス事業
じぎょう

等
とう

を行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

を対象
たいしょう

に，障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

状 況
じょうきょう

や課題
か だ い

等
とう

についてのアンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。 

 

調査
ちょうさ

対象
たいしょう

 

市内
し な い

の訪問
ほうもん

系
けい

・日
にっ

中
ちゅう

活
かつ

動
どう

系
けい

・居住
きょじゅう

系
けい

サービス事業所
じぎょうしょ

，相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

， 障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ
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調査
ちょうさ

期間
き か ん

 

２０２０年
ねん

（令和
れ い わ

２年
ねん

）８月
がつ

１４日
にち

から２８日
にち

 

配布数
はいふすう

 ３７８事業所
じぎょうしょ

 

回収数
かいしゅうすう

 ２９１事業所
じぎょうしょ

 

回収率
かいしゅうりつ

 ７７．０パーセント 

 

（３）その他
た

意見
い け ん

の聴取
ちょうしゅ

 

このほか，障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

から意見
い け ん

の聴取
ちょうしゅ

を行
おこな

いました。 

 

２ 策定
さ く てい

体制
たいせい

 

本
ほん

プランは，行政
ぎょうせい

の様々
さまざま

な部門
ぶ も ん

に関
かか

わることから，全庁的
ぜんちょうてき

な組織
そ し き

である「福山市
ふくやまし

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

推進
すいしん

委員会
いいんかい

」で協議
きょうぎ

，検討
けんとう

して原案
げんあん

を作
つく

りました。そして，幅広
はばひろ

い意見
い け ん

を反映
はんえい

するため，「福山市
ふくやまし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

」を開催
かいさい

し，専門的
せんもんてき

見地
け ん ち

から意見
い け ん

をいただくとともに，関係
かんけい

団体
だんたい

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

から

の意見
い け ん

の聴取
ちょうしゅ

を行
おこな

いました。 

さらに，パブリックコメント（市民
し み ん

意見
い け ん

公募
こ う ぼ

）により，幅
はば

広
ひろ

く意
い

見
けん

を募
つの

り，検討
けんとう

を行
おこな

いまし

た。 
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【６】プランの推進
すいしん

 

１ 推進
すいしん

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

本
ほん

プランを総合的
そうごうてき

・計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

していくために，庁内
ちょうない

関係
かんけい

各課
か く か

におけるより一層
いっそう

の連携
れんけい

の

強化
きょうか

を図
はか

るとともに，協議
きょうぎ

や調整
ちょうせい

及
およ

び進捗
しんちょく

管理
か ん り

など，分野
ぶ ん や

横断的
おうだんてき

に連携
れんけい

し，庁内
ちょうない

推進
すいしん

体制
たいせい

の

強化
きょうか

を図
はか

ります。 

 

２ 関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の強化
きょうか

 

本
ほん

プランに掲
かか

げた施策
し さ く

や事業
じぎょう

の推進
すいしん

に当
あ

たっては，行政
ぎょうせい

，市民
し み ん

，社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

，サービス

提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

，ボランティア団体
だんたい

やＮＰＯ
エヌピーオー

，企業
きぎょう

等
とう

が「福山市
ふくやまし

協働
きょうどう

のまちづくり指針
し し ん

」に沿
そ

っ

て，幅広
はばひろ

い協働
きょうどう

のもとで推進
すいしん

します。 

 

３ プランの進行
しんこう

管理
か ん り

 

毎年度
まいねんど

，ＰＤＣＡ
ピーディーシーエー

サイクルの考
かんが

え方
かた

に基
もと

づいて点検
てんけん

・評価
ひょうか

することにより進捗
しんちょく

管理
か ん り

を行
おこな

い，

必要
ひつよう

に応
おう

じて計画
けいかく

や事業
じぎょう

の見直
み な お

し等
とう

を 行
おこな

います。また，本
ほん

プランの達成
たっせい

状 況
じょうきょう

を年度
ね ん ど

ごとに

公表
こうひょう

することとし，これらの実績
じっせき

は，福山市
ふくやまし

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

へ報告
ほうこく

します。 
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【Ｐ Ｄ Ｃ Ａ
ピーディーシーエー

サイクルのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画
けいかく

 プラン 目標
もくひょう

を設定
せってい

し，目標
もくひょう

達成
たっせい

に向
む

けた活動
かつどう

を立案
りつあん

する 

実行
じっこう

 ドゥー 計画
けいかく

に基
もと

づき活動
かつどう

を実行
じっこう

する 

評価
ひょうか

 チェック 活動
かつどう

を実施
じ っ し

した結果
け っ か

を把握
は あ く

・分析
ぶんせき

し，考察
こうさつ

する（学
まな

ぶ） 

改善
かいぜん

 アクト 考察
こうさつ

に基
もと

づき，計画
けいかく

の目標
もくひょう

，活動
かつどう

などを見直
み な お

しする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン（計画
けいかく

） 

 

ドゥー（実行
じっこう

） 

 

チェック（評価
ひょうか

） 

 

アクト（改善
かいぜん

） 
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第
だい

２章
しょう

 障
しょう

がい者
しゃ

を取
と

り巻
ま

く現状
げんじょう

 

【１】人口
じん こ う

等
と う

の推移
す い い

 

本市
ほ ん し

の人口
じんこう

は，緩
ゆる

やかに減少
げんしょう

しており，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元年度
がんねんど

）は４６７，８３７人
にん

と

なっています。 

年齢
ねんれい

区分
く ぶ ん

ごとにみると，６５歳
さい

以上
いじょう

人口
じんこう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元年度
がんねんど

）は

１３２，６９６人
にん

に，２０１５年度
ね ん ど

（平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

）から約
やく

７，４００人
にん

増加
ぞ う か

しています。ま

た，高齢化率
こうれいかりつ

は２０１５年度
ね ん ど

（平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

）の２６．６パーセントから２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元年度
がんねんど

）は２８．４パーセントとなっています。 

一方
いっぽう

，１８歳
さい

未満
み ま ん

の人口
じんこう

は，緩
ゆる

やかな減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元年度
がんねんど

）は 

７５，４２４人
にん

に，２０１５年度
ね ん ど

（平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

）から約
やく

３，７００人
にん

減少
げんしょう

しており，本市
ほ ん し

に

おいても少子
しょうし

高齢化
こうれいか

が進
すす

んでいます。 

 

人口
じんこう

推移
す い い

は次
つぎ

のとおりです。 

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

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

の人数
にんずう

です。 

79,092 78,187 77,493 76,515 75,424

266,203 263,519 261,813 260,407 259,717

125,335 127,793 129,681 131,458 132,696

470,630 469,499 468,987 468,380 467,837

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

2019年度

（令和元年度）

65歳以上

18～64歳

18歳未満

（人）
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将来
しょうらい

人口
じんこう

の推移
す い い

は次
つぎ

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績← →推計

75,424 74,350 73,554 72,731 71,895 70,792 69,770 

259,717 258,430 257,515 256,522 255,300 254,590 253,943 

132,696 133,665 133,901 134,054 134,291 134,126 133,665 

467,837 466,445 464,971 463,306 461,487 459,509 457,379 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2020年

（令和２年）

2021年

（令和３年）

2022年

（令和４年）

2023年

（令和５年）

2024年

（令和６年）

2025年

（令和７年）

2026年

（令和８年）

65歳以上

18～64歳

18歳未満

（人）
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【２】障
しょう

がい者
しゃ

の動向
ど う こ う

 

１ 障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てち ょ う

所持者
し ょ じ し ゃ

の状況
じょうきょう

 

本市
ほ ん し

の障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は，緩
ゆる

やかに増加
ぞ う か

していましたが，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

）

は減少
げんしょう

に転
てん

じ２７，０１８人
にん

となっています。 

手帳
てちょう

の種類
しゅるい

別
べつ

でみると，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

）は「身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

」が 

１７，４０８人
にん

と最
もっと

も多
おお

く，全体
ぜんたい

の６４．４パーセントを占
し

めています。「療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

」

は４，０８１人
にん

（全体
ぜんたい

に占
し

める割合
わりあい

１５．１パーセント），「精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

」

は５，５２９人
にん

（同
どう

２０．５パーセント）となっています。２０１５年度
ね ん ど

（平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

）か

らの推移
す い い

では，「精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

」の増加
ぞ う か

が目立
め だ

っており，「身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

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。 

 

【障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てち ょ う

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

の推移
す い い

】 

4,439 4,866 5,088 5,353 5,529

3,914 3,894 3,979 4,038 4,081

18,384 18,286 18,150 17,911 17,408

26,737 27,046 27,217 27,302 27,018

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

2019年度

（令和元年度）

身体障がい者手帳

所持者

療育手帳所持者

精神障がい者保健

福祉手帳所持者

（人）

 

※各
かく

年度
ねんど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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２ 身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てち ょ う

所持者
し ょ じ し ゃ

の状況
じょうきょう

 

等級
とうきゅう

別
べつ

でみると，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

）は「１級
きゅう

」が５６２９人
にん

と最
もっと

も多
おお

く， 

３２．４パーセントを占
し

めています。次
つ

いで「４級
きゅう

」が３６２７人
にん

（全体
ぜんたい

に占
し

める割合
わりあい

２０．

８パーセント），「３級
きゅう

」が３１８７人
にん

（同
どう

１８．３パーセント）の順
じゅん

となっています。 

重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

（１，２ 級
きゅう

）の割合
わりあい

は，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

）には４６．８パーセント

となっており，重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

の割合
わりあい

が増加
ぞ う か

しています。 

年齢
ねんれい

別
べつ

では，１８歳
さい

未満
み ま ん

が１．８パーセント，１８から６４歳
さい

が２４．０パーセント， 

６５歳
さい

以上
いじょう

が７４．２パーセントとなっており，高齢者
こうれいしゃ

の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

【身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てち ょ う

の等級
とうきゅう

別
べつ

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

の推移
す い い

】 

1,129 1,132 1,127 1,109 1,051

1,489 1,474 1,474 1,454 1,402

3,996 3,931 3,851 3,773 3,627

3,580 3,522 3,449 3,378 3,187

2,618 2,624 2,607 2,575 2,512

5,572 5,603 5,642 5,622 5,629

18,384 18,286 18,150 17,911 17,408

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

2019年度

（令和元年度）

１級

２級

３級

４級

５級

６級

（人）

 

※各
かく

年度
ねんど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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【身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てち ょ う

の等級
とうきゅう

・年齢
ねんれい

別
べつ

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

】 

（人
にん

） 

１級
きゅう

 ２級
きゅう

 ３級
きゅう

 ４級
きゅう

 ５級
きゅう

 ６級
きゅう

 合計
ごうけい

 
割合
わりあい

 

（％） 

18歳
さい

未満
み ま ん

 160 61 44 24 13 11 313 1.8 

18～64歳
さい

 1,413 714 723 683 431 216 4,180 24.0 

65歳
さい

以上
い じ ょ う

 4,056 1,737 2,420 2,920 958 824 12,915 74.2 

合
ご う

 計
けい

 5,629 2,512 3,187 3,627 1,402 1,051 17,408 100.0 

割合
わりあい

（％） 32.4 14.4 18.3 20.8 8.1 6.0 100.0  

※２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元
がん

年度
ねんど

）３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

 

障
しょう

がい種類
しゅるい

別
べつ

でみると，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元年度
がんねんど

）は「肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

」が９，２３９人
にん

と最
もっと

も多
おお

く，次
つ

いで「内部障
ないぶしょう

がい」が５，３４０人
にん

，「聴覚
ちょうかく

・平
へい

衡
こう

機
き

能
のう

障
しょう

がい」が１，４９６人
にん

の

順
じゅん

となっています。 

２０１５年度
ね ん ど

（平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

）と２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

）を比較
ひ か く

すると，「内部障
ないぶしょう

がい」

が増加
ぞ う か

しています。 
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【身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てち ょ う

の障
しょう

がい種類
しゅるい

別
べつ

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

の推移
す い い

】 

5,128 5,164 5,253 5,288 5,340

10,145 10,045 9,878 9,638 9,239

192 197 198 195 143

1,597 1,592 1,574 1,558 1,496

1,322 1,288 1,247 1,232 1,190

18,384 18,286 18,150 17,911 17,408

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

2019年度

（令和元年度）

視覚障がい

聴覚・平衡機能障がい

音声・言語・

そしゃく機能障がい
肢体不自由

内部障がい

（人）

 

※各
かく

年度
ねんど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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３ 療育
りょういく

手帳
てち ょ う

所持者
し ょ じ し ゃ

の状況
じょうきょう

 

障
しょう

がい程度
て い ど

別
べつ

でみると，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元年度
がんねんど

）は軽度
け い ど

Ｂ
ビー

が１，３５２人
にん

と最
もっと

も多
おお

く， 

３３．２パーセントを占
し

めています。次
つ

いで重度
じゅうど

Ａ
エー

が１，２５４人
にん

，中度
ちゅうど

Ｂ
マルビー

が１，０５４人
にん

，

最重度
さいじゅうど

Ａ
マルエー

が４２１人
にん

の順
じゅん

となっています。また，重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

（最重度
さいじゅうど

マルＡ
エー

，重度
じゅうど

Ａ
エー

）

の割合
わりあい

は，４１．０パーセントとなっています。 

年齢
ねんれい

別
べつ

では，１８歳
さい

未満
み ま ん

が２０．８パーセント，１８から６４歳
さい

が６９．８パーセント， 

６５歳
さい

以上
いじょう

が９．４パーセントとなっています。 

 

 

【療育
りょういく

手帳
てち ょ う

の程度
て い ど

別
べつ

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

の推移
す い い

】 

1,124 1,184 1,249 1,308 1,352

1,031 1,019 1,037 1,045 1,054

1,318 1,262 1,269 1,266 1,254

441 429 424 419 421

3,914 3,894 3,979 4,038 4,081

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

2019年度

（令和元年度）

最重度 Ａ

重度Ａ

中度 Ｂ

軽度Ｂ

（人）

 

※各
かく

年度
ねんど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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【療育
りょういく

手帳
てち ょ う

の程度
て い ど

・年齢
ねんれい

別
べつ

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

】 

（人
にん

） 
最重度
さい じ ゅ う ど

 Ａ 重度
じ ゅ う ど

Ａ 中度
ち ゅ う ど

 Ｂ 軽度
け い ど

Ｂ 合計
ごうけい

 割合
わりあい

（％） 

18歳
さい

未満
み ま ん

 81 159 158 452 850 20.8 

18～64歳
さい

 317 877 789 863 2,846 69.8 

65歳
さい

以上
い じ ょ う

 23 218 107 37 385 9.4 

合計
ごうけい

 421 1,254 1,054 1,352 4,081 100.0 

割合
わりあい

（％） 10.3 30.7 25.8 33.2 100.0  

※２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元
がん

年度
ねんど

）３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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４ 精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てち ょ う

所持者
し ょ じ し ゃ

及
およ

び自立
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

の状況
じょうきょう

 

 

等級
とうきゅう

別
べつ

でみると，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

）は２級
きゅう

が３，３５４人
にん

と最
もっと

も多
おお

く， 

６０．７パーセントを占
し

めています。次
つ

いで３級
きゅう

が１，８５３人
にん

（全体
ぜんたい

に占
し

める割合
わりあい

３３．５

パーセント），１級
きゅう

が３２２人
にん

（同
どう

５．８パーセント）となっています。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

）受給者数
じゅきゅうしゃすう

は，増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

）は８，１１６人
にん

となってい

ます。 

 

【精神障
せいしんしょう

がい者
し ゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
て ち ょ う

の等
と う

級別
きゅうべつ

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

及
およ

び自立
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

）受給者数
じゅきゅうしゃすう

の推移
す い い

】 

1,074 1,318 1,502 1,700 1,853

3,043
3,191 3,232 3,312 3,354

322
357 354 341 3224,439

4,866 5,088 5,353 5,529

7,000
7,596 7,876

8,347 8,116

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

2019年度

（令和元年度）

自立支援医療

（精神通院）
受給者数

（人）

１級

２級

３級

 

※各
かく

年度
ねんど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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【精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てち ょ う

の等級
とうきゅう

・年齢
ねんれい

別
べつ

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

】 

（人
にん

） 
１級
きゅう

 ２級
きゅう

 ３級
きゅう

 合計
ごうけい

 割合
わりあい

（％） 

18歳
さい

未満
み ま ん

 6 72 467 545 9.8 

18～64歳
さい

 147 2,609 1,190 3,946 71.4 

65歳
さい

以上
い じ ょ う

 169 673 196 1,038 18.8 

合計
ごうけい

 322 3,354 1,853 5,529 100.0 

割合
わりあい

（％） 5.8 60.7 33.5 100.0  

※２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元
がん

年度
ねんど

）３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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５ 特定
と く て い

医療
い り ょ う

（指定
し て い

難病
なんびょう

）受給者
じゅきゅうしゃ

及
およ

び小児
し ょ う に

慢性
まんせい

特定
と く て い

疾病
しっぺい

医療
い り ょ う

受給者
じゅきゅうしゃ

の状況
じょうきょう

 

 

特定
とくてい

医療
いりょう

（指定
し て い

難病
なんびょう

）受給者数
じゅきゅうしゃすう

は，２０１７年度
ね ん ど

（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，

２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

）は３，６１３人
にん

となっています。小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療
いりょう

受給者数
じゅきゅうしゃすう

は，近年
きんねん

は横
よこ

ばいで推移
す い い

しており，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

）は６７４人
にん

となっています。 

 

【特定
と く て い

医療
い り ょ う

（指定
し て い

難病
なんびょう

）受給者数
じゅきゅうしゃすう

の推移
す い い

】 

3,638 3,568
3,255 3,407 3,613

0
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2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

2019年度

（令和元年度）

（人）

 

※各
かく

年度
ねんど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

【小児
し ょ う に

慢性
まんせい

特定
と く て い

疾病
しっぺい

医療
い り ょ う

受給者数
じゅきゅうしゃすう

の推移
す い い

】 

697 732 717 719
674

0
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400

600

800

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

2019年度

（令和元年度）

（人）

 

※各
かく

年度
ねんど

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい
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第
だい

２部
ぶ

 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

第
だい

１章
しょう

 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

全
すべ

ての人
ひと

が，障
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，お互
たが

いに人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し

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

をめざすことは，「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」の根本的
こんぽんてき

な考
かんが

え方
かた

です。 

本市
ほ ん し

では，障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず全
すべ

ての市民
し み ん

が，共
とも

に生
い

きる喜
よろこ

びを感
かん

じ，いきいきと

心
こころ

豊
ゆた

かに暮
く

らすことのできるまちづくりをめざし，『障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され 互
たが

いに支
ささ

え合
あ

い 生
い

きる喜
よろこ

びがあふれる 共生
きょうせい

のまち 福山
ふくやま

をめざして』という基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を掲
かか

げ，様々
さまざま

な取組
とりくみ

を推進
すいしん

してきました。 

本
ほん

プランにおいても，この理念
り ね ん

を継承
けいしょう

し，障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の更
さら

なる充実
じゅうじつ

と推進
すいしん

をめざし

ます。 

 

 

 

 

 

プランの基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

障
しょう

がいのある人
ひ と

の人権
じ ん け ん

が尊重
そんちょう

され 

互
た が

いに支
さ さ

え合
あ

い 

生
い

きる喜
よろこ

びがあふれる共生
きょうせい

のまち 

福山
ふ く や ま

をめざして 
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第
だい

２章
しょう

 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の実現
じつげん

に向
む

けて，国
くに

や県
けん

の動
うご

き，本市
ほ ん し

における 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く 状 況
じょうきょう

と

課題
か だ い

等
とう

を踏
ふ

まえ，次
つぎ

の基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を定
さだ

めます。 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１ 障
しょう

がいを理解
り か い

し，共
と も

に暮
く

らせるまちづくり 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も，住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で，安心
あんしん

していきいきと暮
く

らすことができるよ

う，共
とも

に支
ささ

え合
あ

う「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

をめざして，相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

や福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

等
とう

，障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

また，障
しょう

がいや 障
しょう

がい者
しゃ

についての市民
し み ん

の理解
り か い

を深
ふか

めるため，啓発
けいはつ

・広報
こうほう

を始
はじ

めとする様々
さまざま

な取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ いきいきと学
まな

び，健
すこ

やかに過
す

ごせるまちづくり 

市民
し み ん

と行政
ぎょうせい

の協働
きょうどう

により，学
まな

びの場
ば

における福祉
ふ く し

教育
きょういく

を一層
いっそう

推進
すいしん

するとともに，就労
しゅうろう

や

地域
ち い き

活動
かつどう

等
とう

，障
しょう

がい者
しゃ

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

できる環境
かんきょう

を充実
じゅうじつ

します。 

また， 障
しょう

がい者
しゃ

がその人
ひと

らしく過
す

ごせるよう，ライフステージに応
おう

じた切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

します。 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 誰
だれ

もが安心
あんしん

・安全
あんぜん

に暮
く

らせるまちづくり 

障
しょう

がいがあっても安心
あんしん

・安全
あんぜん

に生活
せいかつ

できるよう，災害
さいがい

時
じ

や緊急
きんきゅう

時
じ

の支援
し え ん

，個人
こ じ ん

の権利
け ん り

が擁護
よ う ご

される体制
たいせい

づくりを推進
すいしん

します。 

また，情報
じょうほう

のバリアフリー化
か

，行政
ぎょうせい

における配慮
はいりょ

や福祉
ふ く し

のまちづくり等
とう

，障
しょう

がい者
しゃ

を取
と

り
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巻
ま

く生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 
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第
だい

３章
しょう

 施策
し さ く

の体系
たいけい

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を具体化
ぐ た い か

するための「基本
き ほ ん

施策
し さ く

」については，次
つぎ

の７つの分野
ぶ ん や

を設定
せってい

し，障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

を支援
し え ん

する施策
し さ く

を推進
すいしん

します。本
ほん

プランの基本
き ほ ん

施策
し さ く

の体系
たいけい

については，次
じ

ページの

施策
し さ く

の体
たい

系図
け い ず

のとおりです。 

 

【基本
き ほ ん

施策
し さ く

１】障
しょう

がいの理解
り か い

促進
そ く しん

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

 

【基本
き ほ ん

施策
し さ く

２】地域
ち い き

における生活
せいかつ

支援
し え ん

 

【基本
き ほ ん

施策
し さ く

３】
）

健康
けんこう

づくりの推進
すいしん

 

【基本
き ほ ん

施策
し さ く

４】療育
りょういく

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

【基本
き ほ ん

施策
し さ く

５】雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の促進
そ く しん

 

【基本
き ほ ん

施策
し さ く

６】交流
こうりゅう

とふれあい活動
かつどう

の促進
そ く しん

 

【基本
き ほ ん

施策
し さ く

７】福祉
ふ く し

のまちづくりの推進
すいしん
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【施策
し さ く

の体系図
た い け い ず

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】障
しょう

がいの理解
り か い

促進
そくしん

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

 

１ 啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

の推進
すいしん

   ２ 福祉
ふ く し

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

３ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

・差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

の推進
すいしん

  

４ 情 報
じょうほう

アクセシビリティの向 上
こうじょう

 

 

【２】地域
ち い き

における生活
せいかつ

支援
し え ん

 

１ 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

と強化
きょうか

 

２ 福祉
ふ く し

サービス等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

３ 地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定 着
ていちゃく

の促進
そくしん

 ４ 住
す

まいの確保
か く ほ

 

５ 家族
か ぞ く

等
とう

への支援
し え ん

  ６ 感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

【３】健康
けんこう

づくりの推進
すいしん

 

１ 健康
けんこう

づくり活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

２ 医療
いりょう

・リハビリテーション体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

３ 医療
いりょう

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

 

【４】療育
りょういく

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

１ 早期
そ う き

発見
はっけん

とフォロー体制
たいせい

の構築
こうちく

 

２ 発達障
はったつしょう

がいへの支援
し え ん

 

３ 保育
ほ い く

・教 育
きょういく

連携
れんけい

による切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

 

【５】雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の促進
そくしん

 

１ 企業
きぎょう

等
とう

への啓発
けいはつ

と理解
り か い

の促進
そくしん

 

２ 就 業
しゅうぎょう

機会
き か い

の拡 充
かくじゅう

と定 着
ていちゃく

の促進
そくしん

 

【６】交流
こうりゅう

とふれあい活動
かつどう

の促進
そくしん

 

１ 地域
ち い き

における交 流
こうりゅう

・ふれあい活動
かつどう

の促進
そくしん

 

２ スポーツ・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の振興
しんこう

 

３ 団体
だんたい

・ボランティアとの協 働
きょうどう

 

【７】福祉
ふ く し

のまちづくりの推進
すいしん

 

１ 誰
だれ

もが暮
く

らしやすいまちづくりの推進
すいしん

 

２ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

３ 地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

 

障
し
ょ
う

が
い
の
あ
る
人 ひ

と

の
人
権

じ
ん
け
ん

が
尊
重

そ
ん
ち
ょ
う

さ
れ 
互 た

が

い
に
支 さ

さ

え
合 あ

い 

生 い

き
る
喜

よ
ろ
こ

び
が
あ
ふ
れ
る
共
生

き
ょ
う
せ
い

の
ま
ち 
福
山

ふ
く
や
ま

を
め
ざ
し
て 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１ 

障
しょう

がいを理解
り か い

し， 

共
とも

に暮
く

らせる 

まちづくり 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ 

いきいきと学
まな

び， 

健
すこ

やかに過
す

ごせる 

まちづくり 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 

誰
だれ

もが安心
あんしん

・ 

安全
あんぜん

に暮
く

らせる 

まちづくり 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

  基本
き ほ ん

施策
し さ く

の内容
ないよう

 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 基本
き ほ ん

目標
もくひょう
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第
だい

３部
ぶ

 障
しょう

がい者
し ゃ

施策
し さ く

の展開
てんかい

 

第
だい

１章
しょう

 前期
ぜ ん き

計画
けいかく

の事業
じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

と評価
ひょうか

  

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する事業
じぎょう

は，福祉
ふ く し

部門
ぶ も ん

だけではなく，保健
ほ け ん

・医療
いりょう

や学校
がっこう

教育
きょういく

，労働
ろうどう

部門
ぶ も ん

な

どとも深
ふか

い関
かか

わりを持
も

つものであり，様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

・調整
ちょうせい

が必要
ひつよう

です。 

本市
ほ ん し

では， 前期
ぜ ん き

計画
けいかく

に基
もと

づいて実行
じっこう

している施策
し さ く

や事業
じぎょう

について，定期的
ていきてき

に点検
てんけん

や評価
ひょうか

を行
おこな

い，その進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を整理
せ い り

することによって課題
か だ い

を抽 出
ちゅうしゅつ

し，今後
こ ん ご

の取組
とりくみ

に反映
はんえい

させることと

しています。 

ここでは，前期
ぜ ん き

計画
けいかく

の事業
じぎょう

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

を踏
ふ

まえた今後
こ ん ご

の課題
か だ い

を整理
せ い り

しました。 

 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

【１】障
しょう

がいへの理解
り か い

の促進
そくしん

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）啓発
けいはつ

・広報
こうほう

の推進
すいしん

 

（２）地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

 

（３）福祉
ふ く し

教育
きょういく

等
とう

の推進
すいしん

 

（４）交流
こうりゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

主
おも

な取組
とりくみ

の概要
がいよう

 

・多様
た よ う

な媒体
ばいたい

を通
つう

じて，障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

い，市民
し み ん

への周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

に努
つと

め

ました。 

・地域
ち い き

活動
かつどう

や障
しょう

がい者
しゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

を支援
し え ん

し，自主的
じしゅてき

な地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の場
ば

を提供
ていきょう

するとともに，

地域
ち い き

における見守
み ま も

りや援助
えんじょ

活動
かつどう

，声掛
こ え か

け訪問
ほうもん

等
とう

多様
た よ う

な助
たす

け合
あ

い活動
かつどう

を促進
そくしん

しました。 

・児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の職場
しょくば

体験
たいけん

学習
がくしゅう

や学生
がくせい

のボランティア活動
かつどう

への参加
さ ん か

促進
そくしん

等
とう

を通
とお

して，障
しょう

がいに
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対
たい

する理解
り か い

と関心
かんしん

を深
ふか

めました。 

・「健康
けんこう

ふくやま２１フェスティバル」や「ふれあい福祉
ふ く し

まつり」，社会
しゃかい

教育
きょういく

活動
かつどう

事業
じぎょう

や各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

への後援
こうえん

等
とう

を通
とお

して，人権
じんけん

意識
い し き

の高揚
こうよう

と交流
こうりゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

を図
はか

りました。 

今後
こ ん ご

の課題
か だ い

 

●障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

を進
すす

めるための周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

 

●地域
ち い き

福祉
ふ く し

を支
ささ

える関係
かんけい

団体
だんたい

との連携
れんけい

強化
きょうか

と市民
し み ん

ボランティアへの参加
さ ん か

促進
そくしん

 

●児童
じ ど う

生徒
せ い と

，学生
がくせい

の理解
り か い

と関心
かんしん

を深
ふか

める機会
き か い

や場
ば

の提供
ていきょう

 

●各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

や講演会
こうえんかい

等
とう

の周知
しゅうち

と参加
さ ん か

促進
そくしん

 

●イベント等
とう

の開催
かいさい

が困難
こんなん

な状 況
じょうきょう

における交流
こうりゅう

や啓発
けいはつ

 

●関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

の会員
かいいん

の減少
げんしょう

や高齢化
こうれいか

 

 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

【２】地域
ち い き

における生活
せいかつ

支援
し え ん

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

（２）日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

（３）住
す

まいの場
ば

の充実
じゅうじつ

 

（４）サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

 

（５）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

主
おも

な取組
とりくみ

の概要
がいよう

 

・基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー）での取組
とりくみ

を推進
すいしん

するとともに，福山市
ふくやまし

ひきこもり相談
そうだん
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窓口
まどぐち

「ふきのとう」の開設
かいせつ

等
とう

，相
そう

談
だん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

りました。 

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

や，用具
よ う ぐ

・介護
か い ご

機器
き き

の支援
し え ん

，ＩＴ
アイティー

訓練
くんれん

等
とう

を行
おこな

いました。 

・障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の充実
じゅうじつ

，市営
し え い

住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
か

やグループホーム等
とう

の整備
せ い び

，民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

いました。 

・適切
てきせつ

なサービスが提供
ていきょう

されるよう，事業所
じぎょうしょ

への指導
し ど う

や情報
じょうほう

の公表
こうひょう

，第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

実施
じ っ し

の働
はたら

き

掛
か

け，請求
せいきゅう

審査
し ん さ

システムの運用
うんよう

を行
おこな

うとともに，研修
けんしゅう

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

しました。 

・障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

を指定
し て い

する際
さい

の事前
じ ぜ ん

協議
きょうぎ

の厳格化
げんかくか

を図
はか

りました。 

・専門
せんもん

職
しょく

と連携
れんけい

し，権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する相談
そうだん

や支援
し え ん

を行
おこな

うとともに，判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない

人
ひと

が安定
あんてい

した生活
せいかつ

を送
おく

るための相談
そうだん

や支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

りました。 

・地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターを新
あら

たに１か所
しょ

設置
せ っ ち

しました。 

今後
こ ん ご

の課題
か だ い

 

●障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

の人材
じんざい

確保
か く ほ

と適切
てきせつ

な配置
は い ち

 

●精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

やその家族
か ぞ く

に対
たい

する相談
そうだん

や支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

●地域
ち い き

での生活
せいかつ

を希望
き ぼ う

する障
しょう

がい者
しゃ

のための住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

 

●福祉
ふ く し

サービスの第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

の促進
そくしん

 

●専門性
せんもんせい

の高
たか

い人材
じんざい

の確保
か く ほ

 

●サービスの質
しつ

を高
たか

めるための事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

対象
たいしょう

の研修会
けんしゅうかい

の実施
じ っ し

 

●感染症
かんせんしょう

拡大
かくだい

防止
ぼ う し

対策
たいさく
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

【３】健康
けんこう

づくりの推進
すいしん

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

 

（２）療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

 

主
おも

な取組
とりくみ

の概要
がいよう

 

・食育
しょくいく

の推進
すいしん

，健康
けんこう

教育
きょういく

・健康
けんこう

相談
そうだん

，各種
かくしゅ

講座
こ う ざ

等
とう

を実施
じ っ し

しました。 

・特定健康診査
とくていけんこうしんさ

及
およ

びがん検診
けんしん

等
とう

の受
じゅ

診率
しんりつ

向上
こうじょう

に向
む

けた周知
しゅうち

活動
かつどう

や未受診者
みじゅしんしゃ

対策
たいさく

の実施
じ っ し

，

健康診査
けんこうしんさ

等
とう

で要指導
ようしどう

となった一人一人
ひ と り ひ と り

に応
おう

じた相談
そうだん

・支援
し え ん

を行
おこな

いました。 

・障
しょう

がいや小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

，指定
し て い

難病
なんびょう

などにより，医療
いりょう

や介護
か い ご

が必要
ひつよう

な人
ひと

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を

軽減
けいげん

する支援
し え ん

を行
おこな

いました。 

・関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して，児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

や療育
りょういく

訓練
くんれん

等
とう

，切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を行
おこな

えるよう取
と

り組
く

み

ました。 

・福山
ふくやま

ネウボラ相談
そうだん

窓口
まどぐち

「あのね」を１３か所
しょ

設置
せ っ ち

し，妊娠期
にんしんき

から子育
こ そ だ

て期
き

までの相談
そうだん

を行
おこな

い，

育児
い く じ

不安
ふ あ ん

の解消
かいしょう

や子
こ

どもの心身
しんしん

の健全
けんぜん

な発育
はついく

や発達
はったつ

を支援
し え ん

しました。 

・「おもちゃ図書館
としょかん

」の充実
じゅうじつ

を図
はか

り，交流
こうりゅう

や相談
そうだん

のできる場
ば

の提供
ていきょう

と支援
し え ん

を行
おこな

いました。 

・就学前
しゅうがくぜん

児童
じ ど う

の児童通所
じどうつうしょ

施設
し せ つ

に係
かか

る利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

し，早期
そ う き

療育
りょういく

を推進
すいしん

しました。 

今後
こ ん ご

の課題
か だ い

 

●受診率
じゅしんりつ

向上
こうじょう

に向
む

けた更
さら

なる周知
しゅうち

や受診
じゅしん

勧奨
かんしょう

 

●疾病
しっぺい

の早期
そ う き

発見
はっけん

につながる乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

の実施
じ っ し

 

●早期
そ う き

療育
りょういく

の推進
すいしん
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

【４】保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

（２）保育
ほ い く

・教育
きょういく

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

 

（３）保育
ほ い く

・教育
きょういく

環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

 

主
おも

な取組
とりくみ

の概要
がいよう

 

・専門
せんもん

機関
き か ん

と連携
れんけい

した専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

や援助
えんじょ

，療育
りょういく

相談
そうだん

を行
おこな

い，継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

を推進
すいしん

しました。 

・生徒
せ い と

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

をめざし，適正
てきせい

な教育
きょういく

を受
う

けられるよう，学習
がくしゅう

や主体的
しゅたいてき

な進路
し ん ろ

選択
せんたく

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

いました。 

・適応
てきおう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

を「福山市
ふくやまし

フリースクールかがやき」に名称
めいしょう

変更
へんこう

し，児童
じ ど う

生徒
せ い と

が自分
じ ぶ ん

で選択
せんたく

し，

自分
じ ぶ ん

のペースで学
まな

ぶことを大切
たいせつ

にする場
ば

としました。 

・保育
ほ い く

を必要
ひつよう

とする障
しょう

がい児
じ

を全
すべ

ての保育
ほ い く

施設
し せ つ

で受
う

け入
い

れ，適切
てきせつ

な保育
ほ い く

を実施
じ っ し

できるよう，関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した保育
ほ い く

計画
けいかく

の推進
すいしん

，保育士
ほ い く し

の研修
けんしゅう

や施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の整備
せ い び

を行
おこな

いました。 

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と近隣
きんりん

の小中学校
しょうちゅうがっこう

との交流
こうりゅう

や共同
きょうどう

学習
がくしゅう

を実施
じ っ し

し，障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

と

地域
ち い き

でのつながりを深
ふか

めました。 

・特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を推進
すいしん

するとともに，特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

や通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が個々
こ こ

の

ニーズに応
おう

じた指導
し ど う

が受
う

けられるよう，教育
きょういく

内容
ないよう

や環境
かんきょう

整備
せ い び

等
とう

の推進
すいしん

，経済的
けいざいてき

な支援
し え ん

を行
おこな

い

ました。 

・公民館
こうみんかん

の施設
し せ つ

整備
せ い び

を推進
すいしん

し，自発的
じはつてき

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

を支援
し え ん

しました。 
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今後
こ ん ご

の課題
か だ い

 

●「ことばの相談室
そうだんしつ

」の役割
やくわり

の明確化
めいかくか

と支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

●発達障
はったつしょう

がい児
じ

やその特徴
とくちょう

がみられる子
こ

どもの就学前
しゅうがくぜん

段階
だんかい

での支援
し え ん

と職員
しょくいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

 

●特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を推進
すいしん

するための幼稚園
ようちえん

や学校
がっこう

の支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

●保育
ほ い く

施設
し せ つ

や学校
がっこう

施設
し せ つ

，公民館
こうみんかん

等
とう

のバリアフリー化
か

の推進
すいしん

 

 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

【５】雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の促進
そくしん

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の支援
し え ん

 

（２）職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

の開発
かいはつ

 

主
おも

な取組
とりくみ

の概要
がいよう

 

・雇用
こ よ う

の促進
そくしん

や安定
あんてい

を図
はか

るため，周知
しゅうち

活動
かつどう

や啓発
けいはつ

セミナー，合同
ごうどう

面接会
めんせつかい

等
とう

の開催
かいさい

，訓練
くんれん

等
とう

給付費
きゅうふひ

の支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

いました。 

・福山市
ふくやまし

の会計
かいけい

年度
ね ん ど

任用
にんよう

職員
しょくいん

（旧
きゅう

臨時
り ん じ

職員
しょくいん

）としての雇用
こ よ う

や市
し

役所
やくしょ

での実習
じっしゅう

体験
たいけん

を 行
おこな

い， 

雇用
こ よ う

の拡大
かくだい

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

の推進
すいしん

，学校
がっこう

では体験
たいけん

できない環境
かんきょう

の提供
ていきょう

に努
つと

めました。 

・障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

に基
もと

づき，調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

や調達
ちょうたつ

実績
じっせき

，調達
ちょうたつ

目標
もくひょう

及
およ

び特定
とくてい

随意
ず い い

契約
けいやく

対象者
たいしょうしゃ

名簿
め い ぼ

等
とう

を公表
こうひょう

することにより，障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

りました。 

・就労
しゅうろう

パスポートについての支援
し え ん

機関向
き か ん む

けワークショップを開催
かいさい

しました。 
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今後
こ ん ご

の課題
か だ い

 

●障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

に向
む

けた制度
せ い ど

やセミナーの周知
しゅうち

，企業
きぎょう

と求 職 者
きゅうしょくしゃ

とのマッチングにおけ

る課題
か だ い

の解決
かいけつ

 

●就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

としての就労
しゅうろう

訓練
くんれん

や体験
たいけん

の継続
けいぞく

 

●障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

や受注
じゅちゅう

の拡大
かくだい

を図
はか

る取組
とりくみ

 

●新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の感染
かんせん

拡大
かくだい

等
とう

の影響
えいきょう

により，生産
せいさん

活動
かつどう

が停滞
ていたい

し減収
げんしゅう

となった

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

の再起
さ い き

に向
む

けた支援
し え ん

 

●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

の機能
き の う

強化
きょうか

 

●就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
エーがた

事業所
じぎょうしょ

の適正化
てきせいか

 

●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

の参入
さんにゅう

促進
そくしん

 

●農
のう

福
ふく

連携
れんけい

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

●障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

訓練
くんれん

事業
じぎょう

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

 

 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

【６】スポーツ・文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の振興
しんこう

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）スポーツ・レクリエーションの振興
しんこう

 

（２）文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の振興
しんこう

 

主
おも

な取組
とりくみ

の概要
がいよう

 

・スポーツへの取組
とりくみ

支援
し え ん

や各種
かくしゅ

スポーツ教室
きょうしつ

，講習会
こうしゅうかい

の実施
じ っ し

，「全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

」

への参加
さ ん か

支援
し え ん

を 行
おこな

い，レクリエーション活動
かつどう

や健康
けんこう

・体力
たいりょく

づくりの増進
ぞうしん

，社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を
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図
はか

りました。 

・任意
に ん い

団体
だんたい

が実施
じ っ し

する事業
じぎょう

の支援
し え ん

や障
しょう

がい者
しゃ

の作品
さくひん

展示
て ん じ

等
とう

を行
おこな

い，芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を通
つう

じた障
しょう

が

い者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

や市民
し み ん

の障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

の向上
こうじょう

を図
はか

りました。 

今後
こ ん ご

の課題
か だ い

 

●スポーツやレクリエーション活動
かつどう

への継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

や取組
とりくみ

 

●芸術的
げいじゅつてき

な活動
かつどう

への継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

や取組
とりくみ

 

 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

【７】暮
く

らしやすいまちづくりの推進
すいしん

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）ユニバーサルデザインの推進
すいしん

 

（２）防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

（３）行政
ぎょうせい

サービス等
とう

における配慮
はいりょ

 

主
おも

な取組
とりくみ

の概要
がいよう

 

・ユニバーサルデザインの啓発
けいはつ

や住宅
じゅうたく

・建築物
けんちくぶつ

，都市
と し

公園
こうえん

や公共
こうきょう

交通
こうつう

，歩行
ほ こ う

空間
くうかん

等
とう

のバリア

フリー化
か

を推進
すいしん

しました。 

・障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた防災
ぼうさい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を始
はじ

め，通報
つうほう

時
じ

や避難
ひ な ん

時
じ

，被災
ひ さ い

時
じ

の支援
し え ん

，関係
かんけい

機関
き か ん

と

連携
れんけい

した防火
ぼ う か

防災
ぼうさい

意識
い し き

向上
こうじょう

の啓発
けいはつ

や訓練
くんれん

等
とう

を実施
じ っ し

しました。 

・「児童
じ ど う

生徒
せ い と

安全
あんぜん

確保
か く ほ

対策
たいさく

事業
じぎょう

」や「緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システム整備
せ い び

事業
じぎょう

」「振
ふ

り込
こ

め詐欺
さ ぎ

の被害
ひ が い

防止
ぼ う し

」

等
とう

の防犯
ぼうはん

対策
たいさく

を推進
すいしん

し，防犯
ぼうはん

意識
い し き

の高揚
こうよう

を図
はか

りました。 

・障
しょう

がい者
しゃ

や「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

」の理解
り か い

を深
ふか

めるため，職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

しました。 
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・選挙
せんきょ

に参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

や機会
き か い

の確保
か く ほ

のため障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めました。 

今後
こ ん ご

の課題
か だ い

 

●バリアフリー法
ほう

や福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

の基準
きじゅん

適合
てきごう

物件
ぶっけん

の件数
けんすう

を増
ふ

やすための取組
とりくみ

 

●避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の基準
きじゅん

の共有
きょうゆう

，避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

制度
せ い ど

の登録
とうろく

への意思
い し

確認
かくにん

と登録
とうろく

勧奨
かんしょう

，制度
せ い ど

の周知
しゅうち

 

●避難所
ひなんじょ

での受入
うけいれ

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

●福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

への理解
り か い

の促進
そくしん

と周知
しゅうち

 

●市民
し み ん

と行政
ぎょうせい

が協働
きょうどう

した地域
ち い き

ぐるみの防犯
ぼうはん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

●効果的
こうかてき

な職員
しょくいん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

に向
む

けた検討
けんとう

 

●緊急
きんきゅう

時
じ

のコミュニケーション手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 

 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

【８】情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（１）情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

（２）情報
じょうほう

バリアフリー化
か

の推進
すいしん

 

（３）コミュニケーション支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

主
おも

な取組
とりくみ

の概要
がいよう

 

・広報
こうほう

「ふくやま」等
とう

の音訳版
おんやくばん

や点訳版
てんやくばん

，ホームページ，ＳＮＳ
エスエヌエス

，冊子
さ っ し

等
とう

，様々
さまざま

なメディアを使
つか

って市政
し せ い

や福祉
ふ く し

に関
かん

する情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に努
つと

めました。 

・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

派遣
は け ん

，ＩＴ
アイティー

の活用
かつよう

など，情報
じょうほう

のバリアフリー化
か

を推進
すいしん

しました。 
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・サポートボランティアを養成
ようせい

し，コミュニケーション支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めました。 

・図書館
としょかん

での障
しょう

がい者
しゃ

サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

りました。  

今後
こ ん ご

の課題
か だ い

 

●ホームページやＳＮＳ
エスエヌエス

を活用
かつよう

した最新
さいしん

かつ的確
てきかく

な情報
じょうほう

の発信
はっしん

 

●手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

，要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

等
とう

の養成
ようせい

 

●障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた速
すみ

やかな情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

●市民
し み ん

のボランティア参加
さ ん か

を促進
そくしん

するための取組
とりくみ
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第
だい

２章
しょう

 障
しょう

がい者
し ゃ

施策
し さ く

の展開
てんかい

  

【基本
き ほ ん

施策
し さ く

１】障
しょう

がいの理解
り か い

促進
そ く しん

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

 

１ 啓発
けいはつ

・広報
こ う ほ う

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，広報
こうほう

「ふくやま」やホームページ，テレビ，ラジオ等
とう

を活用
かつよう

し，障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

す

る市民
し み ん

の理解
り か い

を深
ふか

め，社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

する啓発
けいはつ

を推進
すいしん

してきました。障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）

アンケート調査
ちょうさ

では，障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する地域
ち い き

の人
ひと

の理解
り か い

について，２７．１パーセントの人
ひと

が

「進
すす

んできた」と回答
かいとう

している一方
いっぽう

で，６０．７パーセントの人
ひと

は「進
すす

んでいない・変
か

わらな

い」と回答
かいとう

しています。 

また， 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるために必要
ひつよう

なこととしては，「広報
こうほう

・啓発
けいはつ

の充実
じゅうじつ

が

必要
ひつよう

である」と回答
かいとう

した人
ひと

が最
もっと

も多
おお

くなっています。 

関係
かんけい

団体
だんたい

からは，「依然
い ぜ ん

として障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

は進
すす

んでいないと感
かん

じる。広報
こうほう

やホーム

ページ，ポスター，リーフレットなどで幅広
はばひろ

い周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

が必要
ひつよう

。」という意見
い け ん

がありま

した。 

アンケート調査
ちょうさ

（手帳
てちょう

等
とう

非所持者
ひ し ょ じ し ゃ

）でも，障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する地域
ち い き

の人
ひと

の理解度
り か い ど

について， 

「進
すす

んできた」と回答
かいとう

した人
ひと

は３２．３パーセントにとどまっています。 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も，お互
たが

いを尊重
そんちょう

し，共
とも

に支
ささ

え合
あ

い安心
あんしん

して暮
く

らすことができる

地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて，引
ひ

き続
つづ

き，多様
た よ う

な媒体
ばいたい

を通
つう

じて，市民
し み ん

一人一人
ひ と り ひ と り

が，障
しょう

がいや

障
しょう

がい者
しゃ

について十分
じゅうぶん

に理解
り か い

を深
ふか

めることができるよう，啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

を推進
すいしん

することが

必要
ひつよう

です。 
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●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

○障
しょう

がいや 障
しょう

がい者
しゃ

についての市民
し み ん

の理解
り か い

を深
ふか

めるため，引
ひ

き続
つづ

き，広報
こうほう

「ふくやま」やホ

ームページ，テレビ，ラジオ，ＳＮＳ
エスエヌエス

等
とう

，様々
さまざま

な媒体
ばいたい

を活用
かつよう

した幅広
はばひろ

い広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

す

るとともに，誰
だれ

もが参加
さ ん か

しやすい市民
し み ん

啓発
けいはつ

イベントなどを推進
すいしん

します。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

啓発
けいはつ

・広報
こうほう

の推進
すいしん

 

広報紙
こうほうし

による啓発
けいはつ

 

●広報
こうほう

「ふくやま」や社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の発行
はっこう

する

「福祉
ふ く し

だより“ほほえみ”」により，福祉
ふ く し

に関
かん

する

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

い，福祉
ふ く し

制度
せ い ど

等
とう

の周知
しゅうち

や 障
しょう

がい者
しゃ

への理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

ります。  

ホームページやテ

レビ・ラジオ等
とう

によ

る啓発
けいはつ

 

●ホームページやテレビ，ラジオ，ＳＮＳ
エスエヌエス

等
とう

により，

効果的
こうかてき

な情報
じょうほう

発信
はっしん

と啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

での啓発
けいはつ

 

●「 障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

」等
とう

の福祉
ふ く し

関連
かんれん

行事
ぎょうじ

を通
とお

して，

市民
し み ん

が 障
しょう

がいについて関心
かんしん

と理解
り か い

をより深
ふか

めると

ともに，障
しょう

がい者
しゃ

の一層
いっそう

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

市民
し み ん

啓発
けいはつ

イ

ベントの

開催
かいさい

 

健康
けんこう

ふくやま２１

フェスティバル 

●健康
けんこう

づくりや食育
しょくいく

等
とう

に関
かん

するイベントと社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の「ふれあい福祉
ふ く し

まつり」を同時
ど う じ

開催
かいさい

し，

施設
し せ つ

や団体
だんたい

，福祉
ふ く し

機器
き き

・器具
き ぐ

等
とう

の紹介
しょうかい

を 行
おこな

い，よ

り多
おお

くの人
ひと

が保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め，関
かか

わ

りを持
も

つきっかけとなるよう努
つと

めます。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

市民
し み ん

啓発
けいはつ

イベ

ントの開催
かいさい

 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

講演会
こうえんかい

 

●講演会
こうえんかい

や健康
けんこう

教育
きょういく

を通
とお

して，市民
し み ん

のこころの健康
けんこう

づくりや自殺
じ さ つ

対策
たいさく

に関
かん

する知識
ち し き

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

と精神的
せいしんてき

健康
けんこう

の保持
ほ じ

増進
ぞうしん

を図
はか

るとともに，地域
ち い き

での精神障
せいしんしょう

が

いへの理解
り か い

を促進
そくしん

します。 
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２ 福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，学校
がっこう

教育
きょういく

において福祉
ふ く し

体験
たいけん

学習
がくしゅう

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

訪問
ほうもん

等
とう

を推進
すいしん

し，地域
ち い き

においては，

幅広
はばひろ

い年齢層
ねんれいそう

を対象
たいしょう

とした社会
しゃかい

教育
きょういく

活動
かつどう

や人権
じんけん

啓発
けいはつ

関係
かんけい

事業
じぎょう

など，多様
た よ う

な福祉
ふ く し

教育
きょういく

を推進
すいしん

し

てきました。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では，障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるために必要
ひつよう

な

取組
とりくみ

として「地域
ち い き

や学校
がっこう

における人権
じんけん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

」が上位
じょうい

に回答
かいとう

され，アンケート調査
ちょうさ

（手帳
てちょう

等
とう

非所持者
ひ し ょ じ し ゃ

）でも，「学校
がっこう

教育
きょういく

の中
なか

で障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める」が上位
じょうい

に回答
かいとう

されてい

ます。 

引
ひ

き続
つづ

き，教育
きょういく

の場
ば

などにおける早
はや

い段階
だんかい

からの一貫
いっかん

した福祉
ふ く し

教育
きょういく

を推進
すいしん

するとともに，

幅広
はばひろ

い世代
せ だ い

を対象
たいしょう

とした学習
がくしゅう

機会
き か い

の更
さら

なる充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

○学校
がっこう

教育
きょういく

の場
ば

や，生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

など学
まな

びの場
ば

を通
つう

じて，幅広
はばひろ

い世代
せ だ い

を対象
たいしょう

に福祉
ふ く し

教育
きょういく

を推進
すいしん

し，障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めることで，誰
だれ

もが助
たす

け合
あ

い，支
ささ

え合
あ

うことのできる社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざします。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

家庭
か て い

・地域
ち い き

・

学校
がっこう

での福祉
ふ く し

教育
きょういく

等
とう

の

推進
すいしん

 

学校
がっこう

教育
きょういく

における

福祉
ふ く し

教育
きょういく

 

●様々
さまざま

な体験的
たいけんてき

な学習
がくしゅう

や施設
し せ つ

訪問
ほうもん

等
とう

を通
とお

して， 障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

と関心
かんしん

を深
ふか

めるとともに，共
とも

に生
い

きることの大切
たいせつ

さを学
まな

ぶことで，思
おも

いやりと助
たす

け合
あ

いの心
こころ

を持
も

ち，実践
じっせん

できるよう育成
いくせい

します。 

●体験
たいけん

学習
がくしゅう

や施設
し せ つ

訪問
ほうもん

等
とう

が実施
じ っ し

困難
こんなん

な場合
ば あ い

は，年間
ねんかん

の学習
がくしゅう

を見通
み と お

し，効果的
こうかてき

に学
まな

ぶことができる内容
ないよう

を

検討
けんとう

しながら，障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

りま

す。  

中
ちゅう

・高校生
こうこうせい

ボラン

ティア体験
たいけん

学習
がくしゅう

 

●社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

において， 中
ちゅう

・高校生
こうこうせい

を対象
たいしょう

と

して，夏休
なつやす

みに市内
し な い

の障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

，高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

，

児童
じ ど う

施設
し せ つ

等
とう

でのボランティア体験
たいけん

の機会
き か い

を提供
ていきょう

し，

福祉
ふ く し

教育
きょういく

を支援
し え ん

します。 

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の推進
すいしん

 

●社会
しゃかい

教育
きょういく

活動
かつどう

事業
じぎょう

や人権
じんけん

啓発
けいはつ

関係
かんけい

事業
じぎょう

を，公民館
こうみんかん

やコミュニティセンター・館
かん

等
とう

で実施
じ っ し

し，地域
ち い き

の

連帯感
れんたいかん

と人権
じんけん

意識
い し き

の高揚
こうよう

を図
はか

ります。 
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３ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

・差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の推進
すいしん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では， 障
しょう

がいにより判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

ではない人
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，

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

支援
し え ん

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

施策
し さ く

など権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

に努
つと

めています。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では，障
しょう

がいを理由
り ゆ う

に「差別
さ べ つ

を受
う

けたことがある」 

と４０．９パーセントの人
ひと

が回答
かいとう

しています。しかし，差別
さ べ つ

を受
う

けたときの相談先
そうだんさき

を「知
し

って

いる」と回答
かいとう

した人
ひと

は１１．９パーセントと非常
ひじょう

に低
ひく

く，また，権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

センターの存在
そんざい

を

「知
し

らない」人
ひと

は８３．８パーセントとなっています。 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する制度
せ い ど

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

の周知
しゅうち

，啓発
けいはつ

活動
かつどう

を更
さら

に充実
じゅうじつ

するととともに，引
ひ

き続
つづ

き，

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

○全
すべ

ての障
しょう

がい者
しゃ

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，引
ひ

き続
つづ

き，権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

め

ます。また，障
しょう

がい者
しゃ

への理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

るとともに，各種
かくしゅ

手続
て つ づ

き等
とう

において合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー）等
とう

で各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

援助
えんじょ

，専門
せんもん

機関
き か ん

の紹介
しょうかい

等
とう

，総合的
そうごうてき

な

相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

います。  

障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

 

●障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センターにおいて，障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

・早期
そ う き

発見
はっけん

・迅速
じんそく

な対応
たいおう

等
とう

，適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

います。また，障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼ う し

す

るための啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

います。 

●福山市
ふくやまし

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

ネットワークにおいて，虐待
ぎゃくたい

や

暴力
ぼうりょく

による被害者
ひがいしゃ

に対
たい

する適切
てきせつ

な保護
ほ ご

や支援
し え ん

，また

その未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

のため，関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

の連携
れんけい

強化
きょうか

に努
つと

めます。 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

 

●成年
せいねん

後見
こうけん

利用
り よ う

促進法
そくしんほう

に基
もと

づく 中核
ちゅうかく

機関
き か ん

である

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

センターを中心
ちゅうしん

に，成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の

普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

や相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

に努
つと

めます。 

●権利
け ん り

擁護
よ う ご

における市民
し み ん

参画
さんかく

の仕組
し く

みづくりとし

て，市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の養成
ようせい

及
およ

び活動
かつどう

支援
し え ん

に努
つと

めます。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

や精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

，認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

等
とう

の権利
け ん り

と財産
ざいさん

を守
まも

るための

相談
そうだん

機関
き か ん

の充実
じゅうじつ

や成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の啓発
けいはつ

，支援者
しえんしゃ

の

育成
いくせい

などを推進
すいしん

します。 

福祉
ふ く し

サービス利用
り よ う

援助
えんじょ

事業
じぎょう

（かけは

し） 

●社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

において，判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でな

い人
ひと

への適切
てきせつ

な福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

支援
し え ん

や日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

管理
か ん り

，通帳
つうちょう

等
とう

の預
あず

かりサービスを実施
じ っ し

しま

す。 

●業務
ぎょうむ

の適正
てきせい

管理
か ん り

に努
つと

めるとともに，生活
せいかつ

支援員
しえんいん

の

質
しつ

の向上
こうじょう

と支援
し え ん

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

みます。 

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

における配慮
はいりょ

の推進
すいしん

 

事務
じ む

・事業
じぎょう

遂行
すいこう

にお

ける配慮
はいりょ

 

●「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」の趣旨
し ゅ し

を理解
り か い

するため，

「 障
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

福山市
ふくやまし

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

」に基
もと

づく取組
とりくみ

を実施
じ っ し

します。 

● 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

から相談
そうだん

等
とう

があった場合
ば あ い

は，「 障
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

受付票
うけつけひょう

」に記載
き さ い

し，今後
こ ん ご

の対応
たいおう

の参考
さんこう

にします。 

職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

 

● 障
しょう

がい者
しゃ

への理解
り か い

を促進
そくしん

するために，行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の職員
しょくいん

等
とう

に対
たい

して必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

等
とう

を実施
じ っ し

し，窓口
まどぐち

等
とう

における障
しょう

がい者
しゃ

への配慮
はいりょ

の徹底
てってい

を図
はか

ります。 
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４ 情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

障
しょう

がいによっては，情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

や利用
り よ う

などに大
おお

きな支障
ししょう

があることから，本市
ほ ん し

では，広報
こうほう

「ふくやま」等
とう

の音訳版
おんやくばん

や点訳版
てんやくばん

の配布
は い ふ

等
とう

，障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた情報
じょうほう

の提供
ていきょう

やＩＴ
アイティー

関連
かんれん

機器
き き

の利用
り よ う

支援
し え ん

，相談
そうだん

等
とう

を実施
じ っ し

しています。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では，福祉
ふ く し

情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

経路
け い ろ

として「県
けん

や市
し

からの

通知
つ う ち

や広報誌
こうほうし

・パンフレット」，「県
けん

や市
し

の窓口
まどぐち

」が多
おお

くなっていることから，行政
ぎょうせい

から発信
はっしん

する情報
じょうほう

については，特
とく

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

です。 

また，情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

が困難
こんなん

な聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

や視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

については，医療
いりょう

や教育
きょういく

の場
ば

を

始
はじ

め社会
しゃかい

生活
せいかつ

のあらゆる場面
ば め ん

において，コミュニケーションの支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた効果的
こうかてき

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

により，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，聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

や視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

等
とう

に必要
ひつよう

なコミュニケーション支援
し え ん

の提供
ていきょう

を推進
すいしん

すると

ともに，担
にな

い手
て

となるサポートボランティアの養成
ようせい

を継続
けいぞく

します。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 声
こえ

の広報
こうほう

 

●視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

へ広報
こうほう

「ふくやま」「市
し

議会
ぎ か い

だより」

の音訳版
おんやくばん

や点訳版
てんやくばん

を配布
は い ふ

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

機器
き き

の貸出
かしだし

 

●ヒアリングループの貸出
か し だ

し等
とう

を 行
おこな

い情報
じょうほう

アクセ

シビリティの向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

図書館
としょかん

の 障
しょう

がい

者
しゃ

サービス 

●各図書館
かくとしょかん

において，録音
ろくおん

資料
しりょう

（ＣＤ
シーディー

，Ｄ Ｖ Ｄ
ディーブイーディー

，

デイジー図書
と し ょ

等
とう

）や大活字本
だいかつじぼん

，点字
て ん じ

図書
と し ょ

等
とう

の関連
かんれん

資料
しりょう

の収 集
しゅうしゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに，宅配
たくはい

・郵送
ゆうそう

による 

録音
ろくおん

資料
しりょう

や図書
と し ょ

等
とう

の貸
か

し出
だ

し，拡大
かくだい

読書器
どくしょき

の設置
せ っ ち

を

行
おこな

います。 

●中央
ちゅうおう

図書館
としょかん

において，点字
て ん じ

プリンターの活用
かつよう

や

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の配置
は い ち

等
とう

を 行
おこな

い，利用
り よ う

の促進
そくしん

に努
つと

めま

す。 

ＩＴ
アイティー

の活用
かつよう

 

障
しょう

がい者
しゃ

ＩＴ
アイティー

サポート事業
じぎょう

 

●パソコン等
とう

のＩＴ
アイティー

関連
かんれん

機器
き き

の利用
り よ う

を促進
そくしん

するた

め，視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターにおいて，パ

ソコン教室
きょうしつ

や音声
おんせい

パソコンボランティア養成
ようせい

講座
こ う ざ

を開催
かいさい

します。 

コミュニケー

ション支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

コミュニケーシ

ョン支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

等
とう

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するた

め，手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

等
とう

の派遣
は け ん

を行
おこな

います。 

サポートボラン

ティア養成
ようせい

等
とう

事業
じぎょう

 

●手話
し ゅ わ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

，点訳
てんやく

ボランティアを養成
ようせい

し，コ

ミュニケーション支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

コミュニケー

ション支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

福祉
ふ く し

相談
そうだん

システム 

福祉
ふ く し

相談
そうだん

システム（テレビ電話
で ん わ

）による手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・

手話
し ゅ わ

相談
そうだん

を 行
おこな

うとともに，システムの利点
り て ん

を生
い

か

し，支所
し し ょ

等
とう

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

などにも活用
かつよう

します。 

情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

充実
じゅうじつ

 

市政
し せ い

情報
じょうほう

の発信
はっしん

 

●福祉
ふ く し

制度
せ い ど

が全
すべ

ての人
ひと

に伝
つた

わるよう，広報
こうほう

「ふくや

ま」を始
はじ

めテレビ，ホームページ等
とう

様々
さまざま

なメディア

を活用
かつよう

し，効果的
こうかてき

に市政
し せ い

情報
じょうほう

を発信
はっしん

します。 

福山市
ふくやまし

ホームペー

ジ 

●最新
さいしん

かつ的確
てきかく

な情報
じょうほう

が得
え

られるよう，ホームペー

ジを使
つか

った福祉
ふ く し

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

福山市
ふくやまし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

ホームページ 

●地域
ち い き

に密着
みっちゃく

した社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

づくりのため，ホ

ームページやＳＮＳ
エスエヌエス

等
とう

を活用
かつよう

して，福祉
ふ く し

関係
かんけい

情報
じょうほう

を

発信
はっしん

します。 

｢ボランティア

情報紙
じょうほうし

ＴＵＮＡＧＵ
つ な ぐ

（つ

なぐ）｣の発行
はっこう

 

●社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

で，募集
ぼしゅう

情報
じょうほう

，講習会
こうしゅうかい

の開催
かいさい

，

近況
きんきょう

等
とう

の情報
じょうほう

を発信
はっしん

する「ボランティア情報紙
じょうほうし

ＴＵＮＡＧＵ
つ な ぐ

（つなぐ）」を発行
はっこう

し，登録
とうろく

ボランテ

ィアへ情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うとともに，啓発
けいはつ

を進
すす

めま

す。 

｢福祉
ふ く し

だより“ほほ

えみ”｣の発行
はっこう

 

●社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

で，｢福祉
ふ く し

だより“ほほえみ”｣を

定期的
ていきてき

に発行
はっこう

し，福祉
ふ く し

イベントや講習会
こうしゅうかい

・研修会
けんしゅうかい

の

開催
かいさい

情報
じょうほう

等
とう

より多
おお

くの福祉
ふ く し

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

充実
じゅうじつ

 

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

情報
じょうほう

の

提供
ていきょう

 

● 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

の一覧
いちらん

を作成
さくせい

し， 障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

交付
こ う ふ

時
じ

等
とう

に福祉
ふ く し

制度
せ い ど

の案内
あんない

をするとともに，

福祉
ふ く し

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

します。 
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【基本
き ほ ん

施策
し さ く

２】地域
ち い き

における生活
せいかつ

支援
し え ん

 

１ 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

と強化
きょ うか

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で心身
しんしん

共
とも

に安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう，基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（ク

ローバー）での相談
そうだん

支援
し え ん

や福山市
ふくやまし

ひきこもり相談
そうだん

窓口
まどぐち

「ふきのとう」の開設
かいせつ

など，多様
た よ う

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

を展開
てんかい

してきました。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では，相談
そうだん

したいこととしては「老後
ろ う ご

のこと」 

と回答
かいとう

した人
ひと

が４３．７パーセントと最
もっと

も多
おお

くなっており，障
しょう

がい者
しゃ

の高齢化
こうれいか

への相談
そうだん

対応
たいおう

も

課題
か だ い

となってきています。 

また，相談先
そうだんさき

に望
のぞ

むこととして，「１か所
しょ

ですべての相談
そうだん

ができること」や「どんな相談
そうだん

に

も対応
たいおう

できること」「障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じて専門
せんもん

の相談
そうだん

ができること」等
とう

が求
もと

められています。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

引
ひ

き続
つづ

き，障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
か ぞ く

が地域
ち い き

で心身
しんしん

共
とも

に安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう，必要
ひつよう

なときにい

つでも相談
そうだん

し，適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けることができる相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り，情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

障
しょう

がい者
しゃ

ケ

アマネジメン

ト体制
たいせい

の推進
すいしん

 

サービス利用
り よ う

計画
けいかく

 

● 障
しょう

がいの 状 況
じょうきょう

や環境
かんきょう

に応
おう

じ，必要
ひつよう

なサービス

を受
う

けることができるよう，適切
てきせつ

なサービス利用
り よ う

計画
けいかく

を提供
ていきょう

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

（再掲
さいけい

） 

●基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー）等
とう

で各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

援助
えんじょ

，専門
せんもん

機関
き か ん

の紹介
しょうかい

等
とう

，総合的
そうごうてき

な

相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の充実
じゅうじつ

 

●緊急
きんきゅう

時
じ

の相談
そうだん

・対応
たいおう

を始
はじ

めとして，障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が

住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

の中
なか

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

が送
おく

れるように

支援
し え ん

します。 

ろうあ者
しゃ

等
とう

相談員
そうだんいん

 

●聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

等
とう

のための専門
せんもん

相談員
そうだんいん

を配置
は い ち

し，

相談
そうだん

や手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

ピアカウンセリン

グ 

● 障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

，視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

セン

ターや聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターにおい

て，障
しょう

がい者
しゃ

が自
みずか

らの体験
たいけん

に基
もと

づいて，他
た

の障
しょう

が

い者
しゃ

の悩
なや

みなどを聞
き

く「ピアカウンセリング」を行
おこな

います。 

障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

 

● 障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

の研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

することでスキル

の向上
こうじょう

を図
はか

り，障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

活動
かつどう

の推進
すいしん

や障
しょう

が

い者
しゃ

福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

等
とう

を図
はか

ります。 

こころの健康
けんこう

相談
そうだん

 

●市民
し み ん

が心身
しんしん

共
とも

に健全
けんぜん

に生活
せいかつ

できるよう，精神科
せいしんか

医師
い し

による専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

や保健師
ほ け ん し

による相談
そうだん

を実施
じ っ し

し，病気
びょうき

の早期
そ う き

発見
はっけん

，早期
そ う き

治療
ちりょう

につなぎます。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

 

家庭
か て い

訪問
ほうもん

・健康
けんこう

相談
そうだん

事業
じぎょう

 

●地域
ち い き

で心身
しんしん

共
とも

に安心
あんしん

して生活
せいかつ

することができるよ

う，保健師
ほ け ん し

による家庭
か て い

訪問
ほうもん

や健康
けんこう

相談
そうだん

を実施
じ っ し

すると

ともに，関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して支援
し え ん

を行
おこな

います。 

まもローズ相談
そうだん

 

●社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

において専門性
せんもんせい

を生
い

かした常設
じょうせつ

相談
そうだん

を実施
じ っ し

し，不安
ふ あ ん

の解消
かいしょう

，複雑
ふくざつ

・困難
こんなん

な生活
せいかつ

課題
か だ い

の解決
かいけつ

に努
つと

めます。 

福祉
ふ く し

相談
そうだん

システム

（再掲
さいけい

） 

●福祉
ふ く し

相談
そうだん

システム（テレビ電話
で ん わ

）による手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・

手話
し ゅ わ

相談
そうだん

を 行
おこな

うとともに，システムの利点
り て ん

を生
い

か

し，支所
し し ょ

等
とう

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

などにも活用
かつよう

します。 
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２ 福祉
ふ く し

サービス等
と う

の充実
じゅうじつ

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，障
しょう

がい者
しゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

や家庭
か て い

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう，「障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」

及
およ

び「障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」に基
もと

づき，多様
た よ う

なニーズに対応
たいおう

した福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

り，

日常
にちじょう

生活
せいかつ

を多面的
ためんてき

に支援
し え ん

してきました。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

においては， 障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすた

めに重要
じゅうよう

と思
おも

う施策
し さ く

として「障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

」と回答
かいとう

した人
ひと

は２３．７パーセン

トで２番目
ば ん め

に多
おお

くなっています。 

一方
いっぽう

で，サービスを利用
り よ う

しやすくするために必要
ひつよう

なこととして，サービスについての情報
じょうほう

提供
ていきょう

を始
はじ

め，分
わ

かりやすい申請
しんせい

方法
ほうほう

や適切
てきせつ

なサービスのアドバイスなどが求
もと

められています。 

引
ひ

き続
つづ

き，障
しょう

がい者
しゃ

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，福祉
ふ く し

サービス等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るととも

に，ニーズに応
おう

じた適切
てきせつ

な提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

障
しょう

がい者
しゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

や家庭
か て い

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

でき，社会
しゃかい

参加
さ ん か

が図
はか

れるよう，引
ひ

き続
つづ

き，

多様
た よ う

なニーズに対応
たいおう

した障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

に係
かかわ

る多面的
ためんてき

な支援
し え ん

を進
すす

めるとともに，サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

障
しょう

がい 福祉
ふ く し

サービス等
とう

の

充実
じゅうじつ

 

 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サー

ビス 

●地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすため，障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス

事業
じぎょう

を計画的
けいかくてき

に進
すす

めます。 

障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

 

● 障
しょう

がいのある児童
じ ど う

が地域
ち い き

で健
すこ

やかに成長
せいちょう

できる

よう，障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

の体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

が送
おく

れる

よう，地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を計画的
けいかくてき

に進
すす

めます。 

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

●関係
かんけい

機関
き か ん

が集
あつ

まり，相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を始
はじ

めとする

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

システムの構築
こうちく

に関
かん

して協議
きょうぎ

し，障
しょう

が

い者
しゃ

の生活
せいかつ

の向上
こうじょう

に取
と

り組
く

みます。 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

訓練
くんれん

 

●視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターにおいて，歩行
ほ こ う

訓練
くんれん

・ＩＴ
アイティー

訓練
くんれん

・点字
て ん じ

訓練
くんれん

，聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターでは，手話
し ゅ わ

訓練
くんれん

・読
どく

話
わ

訓練
くんれん

・ＩＴ
アイティー

訓練
くんれん

に取
と

り組
く

みます。 

補
ほ

装具
そ う ぐ

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の

給付
きゅうふ

等
とう

 

補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

の支給
しきゅう

 

●失
うしな

われた身体
しんたい

機能
き の う

や障
しょう

がいのある部位
ぶ い

を補
おぎな

い，

必要
ひつよう

な日常
にちじょう

生活
せいかつ

能力
のうりょく

を獲得
かくとく

するために使用
し よ う

する補
ほ

装具
そ う ぐ

の交付
こ う ふ

や修理
しゅうり

・借受
か り う

けに要
よう

する費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を

支給
しきゅう

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

補
ほ

装具
そ う ぐ

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の

給付
きゅうふ

等
とう

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の

給付
きゅうふ

 

●日常的
にちじょうてき

に自立
じ り つ

した社会
しゃかい

生活
せいかつ

が送
おく

れるよう，生活
せいかつ

を

円滑
えんかつ

にするための用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

や住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

の工事費
こ う じ ひ

等
とう

の一部
い ち ぶ

を支給
しきゅう

します。 

福祉
ふ く し

機器
き き

の貸出
かしだし

 

●社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

において，介護
か い ご

保険
ほ け ん

や障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の制度
せ い ど

で対応
たいおう

できない，在宅
ざいたく

で介護
か い ご

を要
よう

する高齢者
こうれいしゃ

や身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

に 車
くるま

椅子
い す

等
とう

を貸
か

し出
だ

し，在宅
ざいたく

介護
か い ご

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

 

実地
じ っ ち

指導
し ど う

 

●事業所
じぎょうしょ

集団
しゅうだん

指導
し ど う

や実地
じ っ ち

指導
し ど う

を通
とお

して，利用者
りようしゃ

へ

適切
てきせつ

なサービスが提供
ていきょう

されるよう指導
し ど う

します。 

巡回
じゅんかい

指導
し ど う

 

●一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

促進
そくしん

や，生産力
せいさんりょく

向上
こうじょう

を通
つう

じた

工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）アップなどを目的
もくてき

として，障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス指導員
しどういん

が事業所
じぎょうしょ

を訪問
ほうもん

し，相談
そうだん

や助言
じょげん

を行
おこな

います。 

利用者
りようしゃ

への適切
てきせつ

な

情報
じょうほう

の公表
こうひょう

 

●利用者
りようしゃ

のニーズに合
あ

った事業所
じぎょうしょ

等
とう

を選択
せんたく

するため

に，必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

が適切
てきせつ

に行
おこな

われるよう指導
し ど う

し

ます。 

 

福祉
ふ く し

サービスの

第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

の促進
そくしん

 

●様々
さまざま

な実施
じ っ し

主体
しゅたい

において提供
ていきょう

される福祉
ふ く し

サービ

スについて，第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

の実施
じ っ し

を事業所
じぎょうしょ

に働
はたら

き掛
か

け

るとともに，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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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

業務
ぎょうむ

従事者
じゅうじしゃ

研修
けんしゅう

の

促進
そくしん

 

●研修
けんしゅう

対象
たいしょう

法人
ほうじん

や施設
し せ つ

に研修
けんしゅう

案内
あんない

を行
おこな

い，職員
しょくいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

を促進
そくしん

するとともに，利用者
りようしゃ

に適切
てきせつ

な

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うよう，指導
し ど う

を行
おこな

います。 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サー

ビスの適正化
てきせいか

 

●請求
せいきゅう

審査
し ん さ

結果
け っ か

の分析
ぶんせき

や活用
かつよう

を進
すす

めるとともに，

関係者
かんけいしゃ

との情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

を図
はか

ります。 

人材
じんざい

の確保
か く ほ

に

向
む

けた取組
とりくみ

 

関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

 

●福山市
ふくやまし

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

人材
じんざい

確保
か く ほ

等
とう

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
とう

の

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して，専門性
せんもんせい

の高
たか

い人材
じんざい

の確保
か く ほ

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 
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３ 地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

の促進
そ く しん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

障
しょう

がい者
しゃ

が，入所
にゅうしょ

・入院
にゅういん

施設
し せ つ

から生活
せいかつ

の場
ば

を地域
ち い き

へ移行
い こ う

し，自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を続
つづ

けていくこ

とは大
おお

きな課題
か だ い

です。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

においては，地域
ち い き

で暮
く

らすために必要
ひつよう

な支援
し え ん

として

「経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

」を始
はじ

め，「必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービスが適切
てきせつ

に利用
り よ う

できること」などが求
もと

めら

れています。 

障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

ができるよう，関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し，ニーズに応
おう

じて円滑
えんかつ

に

地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

できるよう，引
ひ

き続
つづ

き，支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

ができるよう，入所
にゅうしょ

・入院
にゅういん

生活
せいかつ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を

促進
そくしん

し，地域
ち い き

での生活
せいかつ

を継続
けいぞく

することができるよう支援
し え ん

します。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

地域
ち い き

での自立
じ り つ

した生活
せいかつ

に向
む

けた支援
し え ん

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

（再掲
さいけい

） 

●住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

が送
おく

れる

よう，地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を計画的
けいかくてき

に進
すす

めます。 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

● 障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

や更生
こうせい

施設
し せ つ

などに入所
にゅうしょ

又
また

は

精神科
せいしんか

病院
びょういん

に入院
にゅういん

している 障
しょう

がい者
しゃ

に，退所
たいしょ

・

退院後
たいいんご

の住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

や地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

するための

相談
そうだん

や支援
し え ん

を行
おこな

います。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

地域
ち い き

での自立
じ り つ

した生活
せいかつ

に向
む

けた支援
し え ん

 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●施設
し せ つ

・病院
びょういん

から退所
たいしょ

・退院
たいいん

，家族
か ぞ く

との同居
どうきょ

から

一人暮
ひ と り ぐ

らしに移行
い こ う

した 障
しょう

がい者
しゃ

に， 障
しょう

がいの特性
とくせい

から生
しょう

じる緊
きん

急時
きゅうじ

等
とう

の相談
そうだん

と支援
し え ん

を行
おこな

います。 
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４ 住
す

まいの確保
か く ほ

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

を促進
そくしん

するためには，住
す

まいの確保
か く ほ

が重要
じゅうよう

です。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

においては，今後
こ ん ご

希望
き ぼ う

する暮
く

らし方
かた

として，現在
げんざい

自宅
じ た く

で暮
く

らしている人
ひと

の６５．７パーセントが「今
いま

のまま」を望
のぞ

んでいるほか，グループホームで暮
く

らしている人
ひと

の７７．３パーセントが，「今
いま

のままでよい」又
また

は「グループホームで暮
く

らした

い」と回答
かいとう

していますが，「アパートなどで１人
ひ と り

暮
ぐ

らしをしたい」と回答
かいとう

した人
ひと

も一定
いってい

程度
て い ど

み

られます。また，地域
ち い き

で暮
く

らすために必要
ひつよう

な支援
し え ん

としては，特
とく

に知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で，「 障
しょう

がい

のある人
ひと

に適
てき

した住
す

まいの確保
か く ほ

」へのニーズが高
たか

くなっています。 

障
しょう

がい者
しゃ

の 状 況
じょうきょう

やニーズに応
おう

じて，住
す

まいの場
ば

を確保
か く ほ

できるよう，支援
し え ん

していくことが

必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

障
しょう

がい者
しゃ

の状 況
じょうきょう

やニーズに応
おう

じた住
す

まいの場
ば

を確保
か く ほ

できるよう，支援
し え ん

を行
おこな

うとともに，

生活
せいかつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

居住
きょじゅう

の場
ば

の

整備
せ い び

・充実
じゅうじつ

 

居住
きょじゅう

サポート

事業
じぎょう

 

●社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

において，民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

等
とう

への

入居
にゅうきょ

を希望
き ぼ う

する 障
しょう

がい者
しゃ

に，入居
にゅうきょ

に必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

居住
きょじゅう

の場
ば

の

整備
せ い び

・充実
じゅうじつ

 

市営
し え い

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

 

●地域
ち い き

住宅
じゅうたく

計画
けいかく

に基
もと

づき，新
あら

たに募集
ぼしゅう

する住宅
じゅうたく

の

バリアフリー化
か

を推進
すいしん

し， 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び高齢者
こうれいしゃ

が

安心
あんしん

して暮
く

らせる居住
きょじゅう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の

給付
きゅうふ

（再掲
さいけい

） 

●日常的
にちじょうてき

に自立
じ り つ

した社会
しゃかい

生活
せいかつ

が送
おく

れるよう，生活
せいかつ

を

円滑
えんかつ

にするための用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

や住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

の工事費
こ う じ ひ

等
とう

の一部
い ち ぶ

を支給
しきゅう

します。 
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５ 家族
か ぞ く

等
と う

への支援
し え ん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

においては，主
おも

な介助者
かいじょしゃ

は，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

では

「配偶者
はいぐうしゃ

」，知的
ち て き

・精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

では「父
ちち

または母
はは

」が多
おお

くなっています。介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

とし

ては，６０歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

が５７．６パーセントを占
し

め，高齢化
こうれいか

の傾向
けいこう

がみられ，親
おや

亡
な

き後
あと

への対応
たいおう

が課題
か だ い

となっています。 

関係
かんけい

団体
だんたい

からは，「親
おや

亡
な

き後
あと

に生活
せいかつ

できるか心配
しんぱい

，親
おや

には財力
ざいりょく

がない」「主
おも

に支援者
しえんしゃ

である

家族
か ぞ く

の高齢化
こうれいか

が進
すす

み，老障
ろうしょう

介護
か い ご

が加速
か そ く

していくと思
おも

われるが，障
しょう

がいのある人
ひと

たちの地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えるヘルパー等
とう

の人材
じんざい

不足
ぶ そ く

により，居宅
きょたく

介護
か い ご

事業
じぎょう

等
とう

の経営
けいえい

が厳
きび

しくなり，閉鎖
へ い さ

していく

事業所
じぎょうしょ

が全国的
ぜんこくてき

に増加
ぞ う か

している」という意見
い け ん

がありました。 

障
しょう

がい者
しゃ

の高齢化
こうれいか

に 伴
ともな

う生活
せいかつ

の不安
ふ あ ん

， 障
しょう

がい者
しゃ

を支
ささ

える家族
か ぞ く

等
とう

の不安
ふ あ ん

の解消
かいしょう

に向
む

けた

施策
し さ く

の推進
すいしん

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

全
すべ

ての障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
か ぞ く

等
とう

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

を続
つづ

けられるよう，負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

や不安
ふ あ ん

の解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

家族
か ぞ く

等
とう

の負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業
じぎょう

 

●自宅
じ た く

において介護
か い ご

が一時的
いちじてき

に困難
こんなん

になった場合
ば あ い

に，短期間
たんきかん

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

し，夜間
や か ん

も含
ふく

め施設
し せ つ

で入浴
にゅうよく

や

排
はい

せつ，食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

を提供
ていきょう

します。 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●日中
にっちゅう

において，一時的
いちじてき

に見守
み ま も

りなどが必要
ひつよう

な 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に，見守
み ま も

りや日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を提供
ていきょう

します。 

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

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の充実
じゅうじつ

（再掲
さいけい

） 

●緊急
きんきゅう

時
じ

の相談
そうだん

・対応
たいおう

を始
はじ

めとして，障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が

住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

が送
おく

れるように支援
し え ん

します。 

家庭
か て い

訪問
ほうもん

・健康
けんこう

相談
そうだん

事業
じぎょう

（再掲
さいけい

） 

●地域
ち い き

で心身
しんしん

共
とも

に安心
あんしん

して生活
せいかつ

することができるよ

う，保健師
ほ け ん し

による家庭
か て い

訪問
ほうもん

や健康
けんこう

相談
そうだん

を実施
じ っ し

すると

ともに，関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して支援
し え ん

を行
おこな

います。 

家族
か ぞ く

等
とう

への

支援
し え ん

 

家族
か ぞ く

等
とう

の交流
こうりゅう

の

促進
そくしん

 

●家族
か ぞ く

交流会
こうりゅうかい

等
とう

を実施
じ っ し

し，統合
とうごう

失 調 症
しっちょうしょう

，ひきこも

りの人
ひと

の家族
か ぞ く

が相互
そ う ご

に悩
なや

みを話
はな

し合
あ

う場
ば

を提供
ていきょう

し

ます。 
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６ 感染症
かんせんしょう

対策
たい さ く

の推進
すいしん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

昨今
さっこん

，新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の影響
えいきょう

により，人々
ひとびと

のライフスタイルは大
おお

きな変化
へ ん か

を見
み

せ

ています。そのような中
なか

，特
とく

に障
しょう

がいのある人
ひと

については重症化
じゅうしょうか

のリスクが高
たか

く，十分
じゅうぶん

な対策
たいさく

が不可欠
ふ か け つ

です。 

関係
かんけい

団体
だんたい

からは，「新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の拡大
かくだい

で，県
けん

や市
し

から通所
つうしょ

サービス等
とう

の利用
り よ う

自粛
じしゅく

要請
ようせい

が出
だ

され，一
いち

定
てい

期
き

間
かん

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

が使
つか

えなかった」「感染症
かんせんしょう

拡大
かくだい

が，障
しょう

が

いのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

に与
あた

えている影響
えいきょう

を行政
ぎょうせい

で調査
ちょうさ

してほしい」という意見
い け ん

がありました。 

また，外出
がいしゅつ

自粛
じしゅく

によって家
か

庭内
ていない

で虐待
ぎゃくたい

等
とう

が増加
ぞ う か

しているという現状
げんじょう

や災害
さいがい

時
じ

の避難所
ひなんしょ

の在
あ

り方
かた

など，平
へい

常時
じょうじ

とは異
こと

なる様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

な影響
えいきょう

も懸念
け ね ん

されており，よりきめ細
こま

かな支援
し え ん

対策
たいさく

が必要
ひつよう

となっています。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

を始
はじ

め，平
へい

常時
じょうじ

とは異
こと

なる社会
しゃかい

の状況下
じょうきょうか

においても，障
しょう

が

い者
しゃ

が安心
あんしん

・安全
あんぜん

に生活
せいかつ

できるよう，これまでの対策
たいさく

の見直
み な お

しや，よりきめ細
こま

かな支援
し え ん

対策
たいさく

に

取
と

り組
く

みます。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

感染症
かんせんしょう

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

に係
かか

る説明会
せつめいかい

の

開催
かいさい

 

●感染
かんせん

リスクが高
たか

い高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が多
おお

く

利用
り よ う

する社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

を 対象
たいしょう

として，正
ただ

しい

感染症
かんせんしょう

の知識
ち し き

や感染
かんせん

防止
ぼ う し

対策
たいさく

等
とう

を 習
しゅう

得
とく

するための

説明会
せつめいかい

を実施
じ っ し

します。 

衛生用
えいせいよう

品等
ひんとう

の備蓄
び ち く

 

●感染
かんせん

拡
かく

大防止
だいぼうし

のため，衛生
えいせい

用品
ようひん

（マスク，防護服
ぼうごふく

等
とう

）

を備蓄
び ち く

します。 

関係者
かんけいしゃ

との連携
れんけい

 

●関係
かんけい

団体
だんたい

と行政
ぎょうせい

が参画
さんかく

する，福祉
ふ く し

サービス調整
ちょうせい

本部
ほ ん ぶ

会議
か い ぎ

等
とう

で情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を図
はか

り，緊密
きんみつ

な連携
れんけい

のもと

対応
たいおう

にあたります。 

福祉
ふ く し

サービスの

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

●集団
しゅうだん

感染
かんせん

等
とう

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

に，各事業所
かくじぎょうしょ

がサービ

スを継続
けいぞく

して提供
ていきょう

できるよう必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

いま

す。 

避難所
ひなんしょ

での衛生
えいせい

管理
か ん り

 

●避難所
ひなんしょ

に体温計
たいおんけい

や消毒
しょうどく

液
えき

を設置
せ っ ち

する等
とう

，避難所
ひなんしょ

で

の衛生
えいせい

管理
か ん り

体制
たいせい

を徹底
てってい

します。 
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【基本
き ほ ん

施策
し さ く

３】健康
けんこう

づくりの推進
すいしん

 

１ 健康
けんこう

づくり活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では， 障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よ ぼ う

や相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を始
はじ

め，特定健康診査
とくていけんこうしんさ

等
とう

の

受診率
じゅしんりつ

向上
こうじょう

，障
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

に努
つと

めています。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

においては，相談
そうだん

したいこととして「体調
たいちょう

のこと」

が上位
じょうい

に回答
かいとう

されており，健康
けんこう

に対
たい

する不安
ふ あ ん

の解消
かいしょう

が必要
ひつよう

となっています。障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

す

る健康
けんこう

づくりへの支援
し え ん

を始
はじ

め，ライフステージに応
おう

じた健康
けんこう

の保持
ほ じ

・増進
ぞうしん

のための支援
し え ん

や疾
しっ

病
ぺい

予防
よ ぼ う

策
さく

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

引
ひ

き続
つづ

き， 障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よ ぼ う

や相談
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。また，

特定健康診査
とくていけんこうしんさ

等
とう

の受診率
じゅしんりつ

を高
たか

め，早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

早期
そ う き

発見
はっけん

・

早期
そ う き

治療
ちりょう

の

充実
じゅうじつ

 

特定健康診査
とくていけんこうしんさ

及
およ

び

がん検診
けんしん

等
とう

 

●特定健康診査
とくていけんこうしんさ

やがん検診
けんしん

等
とう

の受
じゅ

診率
しんりつ

を高
たか

めるため

に，より一層
いっそう

の周知
しゅうち

活動
かつどう

の展開
てんかい

を図
はか

ります。「福山市
ふくやまし

特定健康診査
とくていけんこうしんさ

等
とう

実施
じ っ し

計画
けいかく

」「がん対策
たいさく

推進
すいしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」

における目標
もくひょう

を達成
たっせい

するために，未受診者
みじゅしんしゃ

対策
たいさく

を

実施
じ っ し

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

早期
そ う き

発見
はっけん

・

早期
そ う き

治療
ちりょう

の

充実
じゅうじつ

 

障
しょう

がい者
しゃ

歯科
し か

診療
しんりょう

 

●一般
いっぱん

歯科
し か

診療所
しんりょうじょ

での受診
じゅしん

が困難
こんなん

とされる 障
しょう

がい

者
しゃ

の歯科
し か

診療
しんりょう

について，福山市
ふくやまし

歯科
し か

医師会
い し か い

と連携
れんけい

し

ながら診療
しんりょう

を実施
じ っ し

します。 

障
しょう

がいの

原因
げんいん

となる

疾病
しっぺい

等
とう

の

予防
よ ぼ う

・相談
そうだん

体制
たいせい

等
とう

の

充実
じゅうじつ

 

食育
しょくいく

の推進
すいしん

 

●「ふくやま健康
けんこう

フクイク２１いきいきプラン２０

１８」に基
もと

づき，地域
ち い き

における「食育
しょくいく

」を推進
すいしん

する

ために，関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

を図
はか

りながら，様々
さまざま

な活動
かつどう

を

推進
すいしん

します。 

訪問
ほうもん

指導
し ど う

 

●健康診査
けんこうしんさ

等
とう

における要指導者
ようしどうしゃ

等
とう

を 対象
たいしょう

に訪問
ほうもん

指導
し ど う

を行
おこな

い，生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

や各種
かくしゅ

サービスの

利用
り よ う

による自立
じ り つ

した生活
せいかつ

，家庭
か て い

における療養
りょうよう

等
とう

，

一人一人
ひ と り ひ と り

の状態
じょうたい

に応
おう

じた相談
そうだん

・支援
し え ん

を行
おこな

います。 

健康
けんこう

教育
きょういく

・健康
けんこう

相談
そうだん

 

●健康
けんこう

に関
かん

する自覚
じ か く

を高
たか

めるとともに，正
ただ

しい知識
ち し き

の普及
ふきゅう

を目的
もくてき

として，生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

の視点
し て ん

から

健康
けんこう

教育
きょういく

・健康
けんこう

相談
そうだん

や広報
こうほう

活動
かつどう

等
とう

を行
おこな

います。 

フレイル予防
よ ぼ う

の

推進
すいしん

 

●高齢者
こうれいしゃ

を対象
たいしょう

に，フレイルの兆候
ちょうこう

に早
はや

く気
き

付
づ

き， 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

を見直
み な お

すことで，進行
しんこう

を遅
おく

らせたり，元気
げ ん き

な状態
じょうたい

を取
と

り戻
もど

すことができるよう，フレイル予防
よ ぼ う

に関
かん

する知識
ち し き

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よぼう

・相談
そうだん

体制
たいせい

等
とう

の

充 実
じゅうじつ

 

水浴
すいよく

訓練
くんれん

 

●水中
すいちゅう

活動
かつどう

を通
とお

して，体力
たいりょく

の維持
い じ

向上
こうじょう

や疾病
しっぺい

の

予防
よ ぼ う

等
とう

を目的
もくてき

とした各種
かくしゅ

講座
こ う ざ

や 教室
きょうしつ

を開催
かいさい

し，

専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を提供
ていきょう

するとともに，指導者
しどうしゃ

の養成
ようせい

を

行
おこな

います。 

交通
こうつう

安全
あんぜん

思想
し そ う

の

普及
ふきゅう

 

●警察
けいさつ

を始
はじ

めとする関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

と連携
れんけい

し，交通
こうつう

安全
あんぜん

教室
きょうしつ

や広報
こうほう

活動
かつどう

，街頭
がいとう

指導
し ど う

等
とう

の活動
かつどう

を通
とお

して，

交通
こうつう

安全
あんぜん

意識
い し き

の高揚
こうよう

や交通
こうつう

マナーの徹底
てってい

を図
はか

りま

す。 
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２ 医療
い り ょ う

・リハビリテーション体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では，地域
ち い き

で暮
く

らすために必要
ひつよう

な支援
し え ん

として，特
とく

に

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

で「在宅
ざいたく

で医療
いりょう

ケアなどが適切
てきせつ

に受
う

けられること」が求
もと

められています。さらに，

障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で暮
く

らすために重要
じゅうよう

な施策
し さ く

として，「医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

や手当
て あ て

の支給
しきゅう

などの経済的
けいざいてき

な支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

」と回答
かいとう

した人
ひと

が３７．４パーセントと最
もっと

も多
おお

くなっています。 

また，障
しょう

がい児
じ

（１８歳
さい

未満
み ま ん

）アンケート調査
ちょうさ

によると，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

のうち２６．３パ

ーセントが医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

としています。 

在宅
ざいたく

でも安心
あんしん

して医療
いりょう

ケアなどを受
う

けることができる環境
かんきょう

づくりが求
もと

められています。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

障
しょう

がいの特性
とくせい

や程度
て い ど

に応
おう

じて医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

等
とう

を行
おこな

い，経済的
けいざいてき

な支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

医療
いりょう

給付
きゅうふ

の

充実
じゅうじつ

 

重度
じゅうど

心
しん

身障
しんしょう

がい

者
しゃ

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

 

●重度
じゅうど

の身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

，又
また

は重度
じゅうど

の療育
りょういく

手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

する 障
しょう

がい者
しゃ

を対象
たいしょう

に，保険
ほ け ん

医療費
いりょうひ

の自己
じ こ

負担分
ふたんぶん

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（更生
こうせい

・育成
いくせい

・精神
せいしん

通院
つういん

） 

●障
しょう

がいの状態
じょうたい

の軽減
けいげん

・予防
よ ぼ う

を図
はか

り，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

むために必要
ひつよう

な医療費
いりょうひ

の自己
じ こ

負担分
ふたんぶん

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

医療
いりょう

給付
きゅうふ

の

充実
じゅうじつ

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

 

●精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

にかかる費用
ひ よ う

のう

ち，自己
じ こ

負担分
ふたんぶん

の半額
はんがく

を助成
じょせい

します。 

小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

 

●国
くに

が定
さだ

める慢性
まんせい

疾病
しっぺい

（２０２０年
ねん

（令和
れ い わ

２年
ねん

） 

１０月
がつ

現在
げんざい

１６疾患群
しっかんぐん

７６２疾病
しっぺい

）を抱
かか

える児童
じ ど う

等
とう

の治療
ちりょう

について，医療費
いりょうひ

の自己
じ こ

負担分
ふたんぶん

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

指定
し て い

難病
なんびょう

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

 

●難病法
なんびょうほう

に基
もと

づき指定
し て い

された，発病
はつびょう

の機構
き こ う

が明
あき

ら

かでなく，治療
ちりょう

方法
ほうほう

が確立
かくりつ

されていない疾病
しっぺい

（２０

２０年
ねん

（令和
れ い わ

２年
ねん

）１０月
がつ

現在
げんざい

３３３疾病
しっぺい

）にかか

る医療費
いりょうひ

の自己
じ こ

負担分
ふたんぶん

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

未熟児
みじゅくじ

養育
よういく

医療
いりょう

 

●出生
しゅっせい

体重
たいじゅう

が２，０００グラム以下
い か

又
また

は未熟
みじゅく

なま

ま生
う

まれた乳児
にゅうじ

の状態
じょうたい

の改善
かいぜん

に必要
ひつよう

な，医療費
いりょうひ

の

自己
じ こ

負担分
ふたんぶん

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

療養
りょうよう

介護
か い ご

医療
いりょう

 

●医療
いりょう

と常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする 障
しょう

がい者
しゃ

に必要
ひつよう

な

介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

，療養
りょうよう

介護
か い ご

医療費
いりょうひ

を支給
しきゅう

します。 

肢体
し た い

不自由児通所
ふ じ ゆ う じ つ う し ょ

医療
いりょう

 

●肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

があり，理学
り が く

療法
りょうほう

等
とう

の機能
き の う

訓練
くんれん

又
また

は

医学的
いがくてき

管理下
か ん り か

での支援
し え ん

が必要
ひつよう

であると認
みと

められる

障
しょう

がい児
じ

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。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

リハビリテー

ション体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

 

水浴
すいよく

訓練
くんれん

（再掲
さいけい

） 

水中
すいちゅう

活動
かつどう

を通
とお

して，体力
たいりょく

の維持
い じ

向上
こうじょう

や疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

等
とう

を目的
もくてき

とした各種
かくしゅ

講座
こ う ざ

や教室
きょうしつ

を開催
かいさい

し，専門的
せんもんてき

な

支援
し え ん

を提供
ていきょう

するとともに，指導者
しどうしゃ

の養成
ようせい

を 行
おこな

いま

す。 
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３ 医療
い り ょ う

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ 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

に向
む

けては，複数
ふくすう

の分野
ぶ ん や

が連携
れんけい

して支援
し え ん

できる体制
たいせい

づくりが必要
ひつよう

です。

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では，地域
ち い き

で暮
く

らすために重要
じゅうよう

な支援
し え ん

として，「医療
いりょう

・

保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

や支援
し え ん

の連携
れんけい

」と回答
かいとう

している人
ひと

が１５．６パーセントとなっていま

す。 

日常的
にちじょうてき

な医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な児童
じ ど う

（医療的
いりょうてき

ケア児
じ

）への支援
し え ん

に向
む

けた体制
たいせい

づくりや，精神障
せいしんしょう

がいに対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

など，医療
いりょう

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

を推進
すいしん

します。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の実態
じったい

を把握
は あ く

し，支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を進
すす

めます。 

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
とう

を活用
かつよう

し，医療
いりょう

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

医療
いりょう

と福祉
ふ く し

の

連携
れんけい

 

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（再掲
さいけい

） 

●関係
かんけい

機関
き か ん

が集
あつ

まり，相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を始
はじ

めとする

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

システムの構築
こうちく

に関
かん

して協議
きょうぎ

し，障
しょう

が

い者
しゃ

の生活
せいかつ

の向上
こうじょう

に取
と

り組
く

みます。 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

のコ

ーディネーターの

配置
は い ち

 

●医療的
いりょうてき

ケア児
じ

のコーディネーターの配置
は い ち

を推進
すいしん

し

ます。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

医療
いりょう

と福祉
ふ く し

の

連携
れんけい

 

緊急
きんきゅう

時
じ

等
とう

の支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

●緊急
きんきゅう

時
じ

や災害
さいがい

時
じ

，又
また

は保護者
ほ ご し ゃ

のレスパイトが必要
ひつよう

とされる場合
ば あ い

等
とう

における支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

りま

す。 

精神障
せいしんしょう

がいにも

対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの

構築
こうちく

 

●精神障
せいしんしょう

がい者
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，保健
ほ け ん

，医療
いりょう

，福祉
ふ く し

等
とう

の

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

し，包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

に向
む

け検討
けんとう

します。 
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【基本
き ほ ん

施策
し さ く

４】療育
りょういく

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

１ 早期
そ う き

発見
はっけん

とフォロー体制
たいせい

の構築
こ う ち く

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，健康診査
けんこうしんさ

や保健
ほ け ん

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り，関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して早
はや

い段階
だんかい

で障
しょう

がいの発見
はっけん

に努
つと

め，適切
てきせつ

な医療
いりょう

や療育
りょういく

等
とう

につながる一体的
いったいてき

な支援
し え ん

に努
つと

めています。 

障
しょう

がい児
じ

（１８歳
さい

未満
み ま ん

）アンケート調査
ちょうさ

では，保護者
ほ ご し ゃ

が子
こ

どもの発達
はったつ

の不安
ふ あ ん

や障
しょう

がいに気付
き づ

いたきっかけとして，「家
か

庭内
ていない

での様子
よ う す

」や「保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

・認定
にんてい

こども園
えん

での様子
よ う す

」，「定期
て い き

健
けん

診
しん

」を回答
かいとう

する人
ひと

が多
おお

くみられます。また，子
こ

どもの障
しょう

がいに気付
き づ

いた年齢
ねんれい

は「０～１歳
さい

」

が４２．５パーセントとなっています。 

さらに，子
こ

どもの障
しょう

がいに気付
き づ

いた後
あと

に悩
なや

んだこととしては，「これからどうなるのか不安
ふ あ ん

を感
かん

じた」「実際
じっさい

に何
なに

をすればよいのか分
わ

からなかった」「専門
せんもん

の医療
いりょう

機関
き か ん

が少
すく

なかった」な

どが多
おお

く回答
かいとう

されています。 

関係
かんけい

団体
だんたい

からは，「親子
お や こ

にとって，早期
そ う き

療育
りょういく

が大切
たいせつ

かつ必要
ひつよう

だということを伝
つた

える機会
き か い

の

創出
そうしゅつ

や親
おや

へのフォロー体制
たいせい

に尽力
じんりょく

してほしい」という意見
い け ん

がありました。 

できるだけ早
はや

い段階
だんかい

から発見
はっけん

できるよう努
つと

めることが必要
ひつよう

であるとともに，その後
あと

のフォロ

ー体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

健康診査
けんこうしんさ

や保健
ほ け ん

指導
し ど う

の更
さら

なる充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに，保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

の関係
かんけい

機関
き か ん

と

の連携
れんけい

を強化
きょうか

し，早
はや

い段階
だんかい

での障
しょう

がいの発見
はっけん

に努
つと

め，適切
てきせつ

な医療
いりょう

や療育
りょういく

等
とう

につながる一体的
いったいてき

な

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

母子
ぼ し

保健
ほ け ん

の

充実
じゅうじつ

 

母子
ぼ し

健康
けんこう

手帳
てちょう

の

交付
こ う ふ

 

●福山
ふくやま

ネウボラ相談
そうだん

窓口
まどぐち

「あのね」１３か所
しょ

におい

て，妊娠
にんしん

・出産
しゅっさん

のための情報
じょうほう

提供
ていきょう

や妊娠
にんしん

・出産
しゅっさん

・

子
こ

育
そだ

てに関
かん

する一貫
いっかん

した記録
き ろ く

等
とう

，母子
ぼ し

が自
みずか

らの健康
けんこう

管理
か ん り

に活用
かつよう

するための母子
ぼ し

健康
けんこう

手帳
てちょう

を交付
こ う ふ

します。 

子育
こ そ だ

て教室
きょうしつ

等
とう

 

●地域
ち い き

からの要望
ようぼう

に応
おう

じ，地域
ち い き

の子
こ

育
そだ

ての実態
じったい

に即
そく

した健康
けんこう

教育
きょういく

等
とう

を開催
かいさい

し，乳幼児
にゅうようじ

の健全
けんぜん

な発育
はついく

や

発達
はったつ

を支援
し え ん

します。 

新生児
しんせいじ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

 

●医療
いりょう

機関
き か ん

で生後
せ い ご

まもなく 行
おこな

う聞
き

こえのスクリー

ニング検査
け ん さ

「新生児
しんせいじ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

」の費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

４か月
げつ

児健康診査
じ け んこ うし ん さ

 

●４か月児
げ つ じ

を対象
たいしょう

に，医療
いりょう

機関
き か ん

での健康診査
けんこうしんさ

を実施
じ っ し

し，疾病
しっぺい

や 障
しょう

がいを早期
そ う き

に発見
はっけん

し，必要
ひつよう

に応
おう

じて

適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

１歳
さい

６か月
げつ

児
じ

健
けん

康
こう

診
しん

査
さ

 

●満
まん

１歳
さい

６か月
げつ

以上
いじょう

２歳
さい

未満
み ま ん

の幼児
よ う じ

を対象
たいしょう

に，

集団
しゅうだん

健
けん

診
しん

を実施
じ っ し

し，疾病
しっぺい

や 障
しょう

がいを早期
そ う き

に発見
はっけん

す

るとともに，育児
い く じ

不安
ふ あ ん

を解消
かいしょう

し 心
こころ

豊
ゆた

かに育児
い く じ

がで

きるよう，また幼児
よ う じ

が健
すこ

やかに育
そだ

つよう支援
し え ん

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

母子
ぼ し

保健
ほ け ん

の

充実
じゅうじつ

 

３歳
さい

児健康診査
じ け んこ うし ん さ

 

●満
まん

３歳
さい

以上
いじょう

４歳
さい

未満
み ま ん

の幼児
よ う じ

を対象
たいしょう

に集団
しゅうだん

健
けん

診
しん

を

実施
じ っ し

し，疾病
しっぺい

や障
しょう

がいを早期
そ う き

に発見
はっけん

するとともに，

育児
い く じ

不安
ふ あ ん

を解消
かいしょう

し 心
こころ

豊
ゆた

かに育児
い く じ

ができるよう，ま

た幼児
よ う じ

が健
すこ

やかに育
そだ

つよう支援
し え ん

します。 

妊婦乳児健康診査
にんぷにゅうじけんこうしんさ

 

●医療
いりょう

機関
き か ん

での健康診査
けんこうしんさ

を実施
じ っ し

し，妊婦
に ん ぷ

や乳児
にゅうじ

の

健康
けんこう

増進
ぞうしん

を図
はか

るとともに，疾病
しっぺい

や障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

や適切
てきせつ

な発育
はついく

・発達
はったつ

を促進
そくしん

し，安心
あんしん

して子
こ

育
そだ

てがで

きるよう支援
し え ん

します。 

妊産婦
にんさんぷ

・乳幼児
にゅうようじ

の

訪問
ほうもん

指導
し ど う

 

●妊産婦
にんさんぷ

・乳幼児
にゅうようじ

を対象
たいしょう

に家庭
か て い

を訪問
ほうもん

し，育児
い く じ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や子
こ

育
そだ

てに関
かん

する知識
ち し き

の普及
ふきゅう

を図
はか

り，安心
あんしん

し

て子
こ

育
そだ

てできるよう支援
し え ん

します。 

おもちゃ図書館
としょかん

 

●発達
はったつ

に何
なん

らかの課題
か だ い

のある子
こ

どもが，保護者
ほ ご し ゃ

やボ

ランティアとおもちゃを使
つか

って楽
たの

しい時間
じ か ん

を過
す

ごせ

るよう，交流
こうりゅう

や相談
そうだん

に取
と

り組
く

みます。 

療育
りょういく

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

 

障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

（再掲
さいけい

） 

● 障
しょう

がいのある児童
じ ど う

が地域
ち い き

で健
すこ

やかに成長
せいちょう

できる

よう，障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

の体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障
しょう

がい児
じ

等
とう

療育
りょういく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●在宅障
ざいたくしょう

がい児
じ

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため，

訪問
ほうもん

や外来
がいらい

療育
りょういく

指導
し ど う

等
とう

の療育
りょういく

訓練
くんれん

を行
おこな

い，生活
せいかつ

の

質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

療育
りょういく

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

 

こども発達
はったつ

支援
し え ん

セ

ンター 

●発達障
はったつしょう

がい又
また

はその 疑
うたが

いのある就学前
しゅうがくまえ

の児童
じ ど う

を対象
たいしょう

に相談
そうだん

や診察
しんさつ

，訓練
くんれん

などを行
おこな

います。 

●連携
れんけい

拠点
きょてん

医療
いりょう

機関
き か ん

として，地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

と

連携
れんけい

するとともに，発達障
はったつしょう

がいへの理解
り か い

を深
ふか

める

啓発
けいはつ

や保育
ほ い く

，教育
きょういく

，福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

へ医療的
いりょうてき

立場
た ち ば

から支援
し え ん

します。 

水浴
すいよく

訓練
くんれん

（再掲
さいけい

） 

●水中
すいちゅう

活動
かつどう

を通
とお

して，体力
たいりょく

の維持
い じ

向上
こうじょう

や疾病
しっぺい

の

予防
よ ぼ う

等
とう

を目的
もくてき

とした各種
かくしゅ

講座
こ う ざ

や 教室
きょうしつ

を開催
かいさい

し，

専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を提供
ていきょう

するとともに，指導者
しどうしゃ

の養成
ようせい

を

行
おこな

います。 

通園
つうえん

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

事業
じぎょう

（食費
しょくひ

補助
ほ じ ょ

） 

● 障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

を利用
り よ う

する児童
じ ど う

の食事
しょくじ

に要
よう

す

る費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を補助
ほ じ ょ

します。 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

等
とう

利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

事業
じぎょう

 

● 障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

を利用
り よ う

する住民税
じゅうみんぜい

課税
か ぜ い

世帯
せ た い

の

０歳
さい

から２歳児
さ い じ

の保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

し，障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

に係
かかわ

る利用者
ようしゃ

負担
ふ た ん

相当
そうとう

額
がく

を給付
きゅうふ

します。 
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２ 発達障
はったつしょう

がいへの支援
し え ん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

り，子
こ

どもの課題
か だ い

や成長
せいちょう

に応
おう

じて幅広
はばひろ

く相談
そうだん

を受
う

け，必要
ひつよう

な支援
し え ん

を継続
けいぞく

して行
おこな

い，また，サポートファイルの配布
は い ふ

・活用
かつよう

等
とう

により，ライフステージに応
おう

じた支援
し え ん

に努
つと

めています。 

障
しょう

がい児
じ

（１８歳
さい

未満
み ま ん

）アンケート調査
ちょうさ

では，サポートファイルの利用
り よ う

については，「利用
り よ う

したことがある」は１５．４パーセントで，さらなる周知
しゅうち

・活用
かつよう

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

障
しょう

がいのある子
こ

どもの健
すこ

やかな成長
せいちょう

を支援
し え ん

し，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，一人一人
ひ と り ひ と り

の

障
しょう

がいの特性
とくせい

や発達
はったつ

段階
だんかい

に応
おう

じた，切
き

れ目
め

のないきめ細
こま

かな支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

相談
そうだん

・指導
し ど う

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

ことばの相談室
そうだんしつ

 

●関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して相談
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，

ことばや発達
はったつ

に課題
か だ い

のある就学前
しゅうがくまえ

の幼児
よ う じ

やその

保護者
ほ ご し ゃ

に専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

・援助
えんじょ

を行
おこな

い，心身
しんしん

の健全
けんぜん

な

成長
せいちょう

を促進
そくしん

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

相談
そうだん

・指導
し ど う

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

長期
ちょうき

家庭
か て い

療養児
りょうようじ

に

対
たい

する訪問
ほうもん

教育
きょういく

 

●長期
ちょうき

家庭
か て い

療養
りょうよう

のため，教育
きょういく

を受
う

けることが困難
こんなん

な在宅
ざいたく

等
とう

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

して，教育
きょういく

の機会
き か い

均等
きんとう

の

原則
げんそく

を踏
ふ

まえ，教 職 員
きょうしょくいん

が 週
しゅう

１～２回
かい

，家庭
か て い

又
また

は

病院
びょういん

を放課後
ほ う か ご

に訪問
ほうもん

し，学習
がくしゅう

指導
し ど う

・教育
きょういく

相談
そうだん

を行
おこな

います。 

こども発達
はったつ

支援
し え ん

 

センター（再掲
さいけい

） 

●発達障
はったつしょう

がい又
また

はその 疑
うたが

いのある就学前
しゅうがくまえ

の児童
じ ど う

を対象
たいしょう

に相談
そうだん

や診察
しんさつ

，訓練
くんれん

などを行
おこな

います。 

●連携
れんけい

拠点
きょてん

医療
いりょう

機関
き か ん

として，地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

と

連携
れんけい

するとともに，発達障
はったつしょう

がいへの理解
り か い

を深
ふか

める

啓発
けいはつ

や保育
ほ い く

，教育
きょういく

，福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

へ医療的
いりょうてき

立場
た ち ば

から支援
し え ん

します。 

 

専門
せんもん

機関
き か ん

との連携
れんけい

 

●医療
いりょう

，福祉
ふ く し

，教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

等
とう

が連携
れんけい

を図
はか

り，児童
じ ど う

生徒
せ い と

一人一人
ひ と り ひ と り

の実態
じったい

に応
おう

じた支援
し え ん

を行
おこな

います。 

●発達
はったつ

や知的
ち て き

に課題
か だ い

を抱
かか

える児童
じ ど う

やその家族
か ぞ く

等
とう

の

相談
そうだん

窓口
まどぐち

やコミュニティづくりの場
ば

を運営
うんえい

する地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターの運営費
うんえいひ

の一部
い ち ぶ

を補助
ほ じ ょ

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

相談
そうだん

・指導
し ど う

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

 

●保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

が，発達障
はったつしょう

がいの特性
とくせい

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

し，

適切
てきせつ

に対応
たいおう

できるよう，ペアレントプログラムやペ

アレントトレーニングなどに取
と

り組
く

みます。 

●ペアレントメンターの活動
かつどう

の場
ば

の整
せい

備
び

に努
つと

めま

す。 

サポートファ

イルの配布
は い ふ

・

活用
かつよう

 

サポートファイル

の配布
は い ふ

・活用
かつよう

事業
じぎょう

 

●個人
こ じ ん

の生育歴
せいいくれき

，サービス等
とう

の利用
り よ う

経過
け い か

等
とう

とその

内容
ないよう

を記録
き ろ く

するためのサポートファイルを配布
は い ふ

し，

スムーズな支援
し え ん

につなげるとともに，療育
りょういく

施設
し せ つ

， 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

で活用
かつよう

できるよう，福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
とう

で啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 
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３ 保育
ほ い く

・教育
きょういく

連携
れんけい

による切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，発達
はったつ

に課題
か だ い

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ，総合的
そうごうてき

な保育
ほ い く

・教育
きょういく

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

に

努
つと

めるとともに，特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と地域
ち い き

の学校
がっこう

との交流
こうりゅう

など， 障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるた

めの交流
こうりゅう

を促進
そくしん

しています。 

障
しょう

がい児
じ

（１８歳
さい

未満
み ま ん

）アンケート調査
ちょうさ

では，通所
つうしょ

・通学先
つうがくさき

で充実
じゅうじつ

してほしいこととして

「子
こ

どもの 障
しょう

がいの特性
とくせい

や発達
はったつ

に合
あ

わせた支援
し え ん

」が７０．３パーセントと 最
もっと

も多
おお

く，次
つ

いで

「保育士
ほ い く し

・教 職 員
きょうしょくいん

などの 障
しょう

がいへの理解
り か い

」「補助員
ほじょいん

や加配
か は い

職員
しょくいん

などの人員
じんいん

を増
ふ

やすこと」

が多
おお

くなっています。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の在籍
ざいせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

しては，引
ひ

き続
つづ

き，きめ細
こま

かな対応
たいおう

を行
おこな

うための人員
じんいん

の

適切
てきせつ

な配置
は い ち

や，特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

サポーターの育成
いくせい

等
とう

への取組
とりくみ

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

児童
じ ど う

一人一人
ひ と り ひ と り

の状態
じょうたい

やニーズに応
おう

じた保育
ほ い く

・教育
きょういく

内容
ないよう

や環境
かんきょう

，設備
せ つ び

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めるとと

もに，障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるため，地域
ち い き

での交流
こうりゅう

を促進
そくしん

します。 

保育士
ほ い く し

や教 職 員
きょうしょくいん

の資質
し し つ

や専門性
せんもんせい

を高
たか

めるための研修
けんしゅう

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

保育
ほ い く

・教育
きょういく

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

 

保育
ほ い く

計画
けいかく

の推進
すいしん

 

●発達上
はったつじょう

課題
か だ い

のある児童
じ ど う

一人一人
ひ と り ひ と り

のニーズを把握
は あ く

し，関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら保育
ほ い く

計画
けいかく

を推進
すいしん

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の

推進
すいしん

 

●通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する発達障
はったつしょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

が安心
あんしん

して学校
がっこう

生活
せいかつ

が送
おく

れるよう，学校
がっこう

支援員
しえんいん

を配置
は い ち

します。 

●巡回
じゅんかい

相談
そうだん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

や発達障
はったつしょう

がいの専門家
せんもんか

を

派遣
は け ん

し，学校
がっこう

の取組
とりくみ

を支援
し え ん

します。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

サ

ポーター事業
じぎょう

 

●特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

や通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する発達障
はったつしょう

がいのある児童
じ ど う

に対
たい

して，教員
きょういん

志望
し ぼ う

等
とう

の学生
がくせい

を学校
がっこう

に派遣
は け ん

し，個別
こ べ つ

の支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 

サポートファ

イルの配布
は い ふ

・

活用
かつよう

 

サポートファイル

の配布
は い ふ

・活用
かつよう

事業
じぎょう

（再掲
さいけい

） 

●個人
こ じ ん

の生育歴
せいいくれき

，サービス等
とう

の利用
り よ う

経過
け い か

等
とう

とその

内容
ないよう

を記録
き ろ く

するためのサポートファイルを配布
は い ふ

し，

スムーズな支援
し え ん

につなげるとともに，療育
りょういく

施設
し せ つ

，

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

で活用
かつよう

できるよう，福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
とう

で啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

保育
ほ い く

・教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

 

●児童
じ ど う

生徒
せ い と

が安心
あんしん

して過
す

ごせるよう，関係
かんけい

職員
しょくいん

の

資質
し し つ

や専門性
せんもんせい

を高
たか

めるための研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

，児童
じ ど う

生徒
せ い と

の 障
しょう

がいの特性
とくせい

を踏
ふ

まえた環境
かんきょう

の整備
せ い び

，こと

ばの相談室
そうだんしつ

を中心
ちゅうしん

とした相談
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。 

●特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

などに在籍
ざいせき

する配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

が安心
あんしん

して放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブを利用
り よ う

できるよう，

必要
ひつよう

な受入
うけいれ

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

保護者
ほ ご し ゃ

付添
つきそい

交通費
こうつうひ

補助
ほ じ ょ

 

●特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

のうち，肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

，病 弱
びょうじゃく

，弱視
じゃくし

，

難聴
なんちょう

学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

している児童
じ ど う

生徒
せ い と

，西
にし

幼稚園
ようちえん

の

難聴
なんちょう

学級
がっきゅう

で指導
し ど う

を受
う

ける幼児
よ う じ

，その他
た

教育
きょういく

委員会
いいんかい

が認
みと

めた者
もの

の保護者
ほ ご し ゃ

が公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

及
およ

び自家用車
じ か よ う し ゃ

を利用
り よ う

する場合
ば あ い

，児童
じ ど う

生徒
せ い と

の交通費
こうつうひ

の補助
ほ じ ょ

を行
おこな

いま

す。また，肢体
し た い

不自由児
ふ じ ゆ う じ

等
とう

，児童
じ ど う

生徒
せ い と

の 障
しょう

がいの

状 況
じょうきょう

に配慮
はいりょ

した環境
かんきょう

整備
せ い び

を行
おこな

います。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

保育
ほ い く

・教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

就学
しゅうがく

奨励費
しょうれいひ

 

●小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

・義務
ぎ む

教育
きょういく

学校
がっこう

の通常
つうじょう

学級
がっきゅう

に

在籍
ざいせき

する学校
がっこう

教育法
きょういくほう

施行令
しこうれい

第
だい

２２ 条
じょう

の３に規定
き て い

す

る 障
しょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

又
また

は特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

している児童
じ ど う

生徒
せ い と

の保護者
ほ ご し ゃ

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

する

ため，就学
しゅうがく

のために必要
ひつよう

な費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を補助
ほ じ ょ

しま

す。 

保育
ほ い く

・教育
きょういく

の

体制
たいせい

の確保
か く ほ

 

障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

 

●児童
じ ど う

一人
ひ と り

一人
ひ と り

のニーズを把握
は あ く

し，より良
よ

い成長
せいちょう

・

発達
はったつ

が 促
うなが

される保育
ほ い く

を構築
こうちく

し，適正
てきせい

な職員
しょくいん

配置
は い ち

を

進
すす

めます。 

障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

運営
うんえい

委員会
いいんかい

 

●保育
ほ い く

施設
し せ つ

における児童
じ ど う

の処遇
しょぐう

について，専門的
せんもんてき

な

指導
し ど う

により，課題
か だ い

に応
おう

じた適切
てきせつ

な保育
ほ い く

を実施
じ っ し

します。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

・

通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

 

●児童
じ ど う

生徒
せ い と

が，個々
こ こ

の教育的
きょういくてき

ニーズに応
おう

じた指導
し ど う

を

受
う

けられるよう，一人一人
ひ と り ひ と り

の 障
しょう

がいの 状 況
じょうきょう

や

保護者
ほ ご し ゃ

のニーズ等
とう

を踏
ふ

まえ，特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

や通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

の設置
せ っ ち

検討
けんとう

を行
おこな

い，適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

いま

す。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

介助員
かいじょいん

 

●障
しょう

がいによる学 習 上
がくしゅうじょう

又
また

は生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

を

改善
かいぜん

・克服
こくふく

し，自立
じ り つ

し社会
しゃかい

参加
さ ん か

する資質
し し つ

を養
やしな

うため

の活動
かつどう

を補助
ほ じ ょ

する，介助員
かいじょいん

等
とう

の適正
てきせい

配置
は い ち

を推進
すいしん

しま

す。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

保育士
ほ い く し

・

教 職 員
きょうしょくいん

の

専門性
せんもんせい

の

向上
こうじょう

 

教 職 員
きょうしょくいん

研修
けんしゅう

 

●特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に 係
かかわ

る担当者
たんとうしゃ

等
とう

の資質
し し つ

の向上
こうじょう

の

ための各種
かくしゅ

研修会
けんしゅうかい

を充実
じゅうじつ

し，更
さら

なる専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

保育
ほ い く

施設
し せ つ

の職員
しょくいん

研修
けんしゅう

 

●保育士
ほ い く し

を対象
たいしょう

とした専門
せんもん

機関
き か ん

等
とう

での研修
けんしゅう

，障
しょう

が

い児
じ

保育
ほ い く

に関
かん

するケースカンファレンスや実践
じっせん

交流
こうりゅう

等
とう

を充実
じゅうじつ

し，専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

施設
し せ つ

設備
せ つ び

のバ

リアフリー化
か

の促進
そくしん

 

保育
ほ い く

施設
し せ つ

の環境
かんきょう

整備
せ い び

 

●保育
ほ い く

施設
し せ つ

において，児童
じ ど う

の受
う

け入
い

れのために，必要
ひつよう

に応
おう

じた改修
かいしゅう

，器具
き ぐ

の購入
こうにゅう

を行
おこな

います。 

学校
がっこう

施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の

整備
せ い び

 

●学校
がっこう

と連携
れんけい

して，児童
じ ど う

生徒
せ い と

の実態
じったい

に応
おう

じた特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

や通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

の環境
かんきょう

整備
せ い び

を計画的
けいかくてき

に

実施
じ っ し

します。 

地域
ち い き

交流
こうりゅう

施設
し せ つ

の

整備
せ い び

 

●市民
し み ん

の自発的
じはつてき

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

を支援
し え ん

するため，公民館
こうみんかん

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

等
とう

，安心
あんしん

・安全
あんぜん

で，快適
かいてき

な学習
がくしゅう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

進路
し ん ろ

指導
し ど う

の

充実
じゅうじつ

 

進路
し ん ろ

指導
し ど う

 

●進路
し ん ろ

の選択
せんたく

に関
かん

して，生徒
せ い と

一人一人
ひ と り ひ と り

が自己
じ こ

理解
り か い

を

深
ふか

め，自己
じ こ

の将来
しょうらい

の生
い

き方
かた

を考
かんが

え，卒業後
そつぎょうご

の進路
し ん ろ

を

主体的
しゅたいてき

に選択
せんたく

できるように，特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の教育
きょういく

相談
そうだん

，高等
こうとう

学校
がっこう

の学校
がっこう

訪問
ほうもん

，事業所
じぎょうしょ

の見学
けんがく

・実習
じっしゅう

等
とう

進路
し ん ろ

選択
せんたく

の機会
き か い

をより多
おお

く設
もう

けます。 

福山市
ふくやまし

教育
きょういく

支援
し え ん

委員会
いいんかい

 

●特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

，特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

への就学
しゅうがく

又
また

は通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

の利用
り よ う

について，福山市
ふくやまし

教育
きょういく

支援
し え ん

委員会
いいんかい

に諮
はか

り，各校長
かくこうちょう

に報告
ほうこく

し，適正
てきせい

な就学
しゅうがく

指導
し ど う

に努
つと

め

ます。 

福山市
ふくやまし

フリースク

ールかがやき 

●集団
しゅうだん

で学
まな

ぶことが 難
むずか

しい児童
じ ど う

生徒
せ い と

を対象
たいしょう

に，

一人一人
ひ と り ひ と り

の興味
きょうみ

・関心
かんしん

，理解度
り か い ど

に応
おう

じた個別
こ べ つ

学習
がくしゅう

，

体験
たいけん

活動
かつどう

等
とう

を 行
おこな

います。また，来所
らいしょ

による保護者
ほ ご し ゃ

面談
めんだん

や在籍校
ざいせきこう

との連携
れんけい

に加
くわ

え，学校
がっこう

・児童
じ ど う

生徒宅
せいとたく

で

の訪問
ほうもん

相談
そうだん

も実施
じ っ し

します。 

交流
こうりゅう

教育
きょういく

の

推進
すいしん

 

交流
こうりゅう

教育
きょういく

 

●特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と地域
ち い き

の学校
がっこう

との交流
こうりゅう

，特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

と通常
つうじょう

学級
がっきゅう

との交流
こうりゅう

・共同
きょうどう

学習
がくしゅう

を計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

するなど，障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

と地域
ち い き

でのつ

ながり，児童
じ ど う

生徒
せ い と

同士
ど う し

のつながりを深
ふか

めます。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

交流
こうりゅう

教育
きょういく

の

推進
すいしん

 

中
ちゅう

・高校生
こうこうせい

ボラン

ティア体験
たいけん

学習
がくしゅう

（再掲
さいけい

） 

●社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

において， 中
ちゅう

・高校生
こうこうせい

を対象
たいしょう

と

して，夏休
なつやす

みに市内
し な い

の障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

，高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

，

児童
じ ど う

施設
し せ つ

等
とう

でのボランティア体験
たいけん

の機会
き か い

を提供
ていきょう

し，

福祉
ふ く し

教育
きょういく

を支援
し え ん

します。 
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【基本
き ほ ん

施策
し さ く

５】雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の促進
そくしん

 

１ 企業
きぎょう

等
とう

への啓発
けいはつ

と理解
り か い

の促進
そくしん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では， 障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

と経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

に向
む

けて，障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

拡大
かくだい

施策
し さ く

の推進
すいしん

を

始
はじ

め，福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

事業所
じぎょうしょ

における地域
ち い き

との交流
こうりゅう

などを促進
そくしん

しています。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では，４０．８パーセントの障
しょう

がい者
しゃ

が就労
しゅうろう

して

おり，現在
げんざい

働
はたら

いている人
ひと

の６９．７パーセントが今後
こ ん ご

も仕事
し ご と

を続
つづ

けたいと「思
おも

う」と回答
かいとう

して

います。さらに，障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすために重要
じゅうよう

な施策
し さ く

として「就労
しゅうろう

支援
し え ん

，働
はたら

く場
ば

の充実
じゅうじつ

」が上位
じょうい

に回答
かいとう

されています。 

引
ひ

き続
つづ

き，それぞれのニーズに応
おう

じて，障
しょう

がい者
しゃ

が働
はたら

きやすい環境
かんきょう

づくりを始
はじ

め，事業所
じぎょうしょ

等
とう

への働
はたら

き掛
か

けや国
くに

や県
けん

，公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていしょ

（ハローワーク）等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した啓発
けいはつ

等
とう

の取組
とりくみ

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

引
ひ

き続
つづ

き，関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

や啓発
けいはつ

等
とう

を実施
じ っ し

し，障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

と経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

に向
む

けて，

障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

拡大
かくだい

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

啓発
けいはつ

・広報
こうほう

の

強化
きょうか

 

障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

促進
そくしん

の啓発
けいはつ

・広報
こうほう

 

●市内
し な い

の事業所
じぎょうしょ

を訪問
ほうもん

し， 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

奨励
しょうれい

金
きん

制度
せ い ど

の説明
せつめい

や申請書
しんせいしょ

の配布
は い ふ

等
とう

を行
おこな

うとともに，関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し，障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

に向
む

けて制度
せ い ど

や

セミナーの周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（再掲
さいけい

） 

●関係
かんけい

機関
き か ん

が集
あつ

まり，相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を始
はじ

めとする

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

システムの構築
こうちく

に関
かん

して協議
きょうぎ

し，障
しょう

が

い者
しゃ

の生活
せいかつ

の向上
こうじょう

に取
と

り組
く

みます。 

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

障害者
しょうがいしゃ

就 職
しゅうしょく

合同
ごうどう

面接会
めんせつかい

の

共催
きょうさい

 

●福山
ふくやま

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていしょ

（ハローワーク福山
ふくやま

）等
とう

と

共催
きょうさい

して， 働
はたら

く意思
い し

と能力
のうりょく

のある全
すべ

ての 障
しょう

がい

者
しゃ

が，その能力
のうりょく

に応
おう

じて 就 職
しゅうしょく

できるよう，一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

が合同
ごうどう

で求人者
きゅうじんしゃ

・求 職 者
きゅうしょくしゃ

の面接
めんせつ

の機会
き か い

を

提供
ていきょう

し，障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

奨励
しょうれい

金
きん

制度
せ い ど

 

●市内
し な い

に居住
きょじゅう

する 障
しょう

がい者
しゃ

を雇用
こ よ う

する事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

して，国
くに

の「特定
とくてい

求 職 者
きゅうしょくしゃ

雇用
こ よ う

開発
かいはつ

助成金
じょせいきん

」に引
ひ

き続
つづ

き，「 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

奨励
しょうれい

金
きん

」を交付
こ う ふ

し，障
しょう

がい者
しゃ

の継続
けいぞく

した雇用
こ よ う

の促進
そくしん

と安定
あんてい

を図
はか

ります。 

●セミナーや講演会
こうえんかい

等
とう

の場
ば

を積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

して，

企業
きぎょう

等
など

に対
たい

して制度
せ い ど

周知
しゅうち

を図
はか

ります。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 農
のう

福
ふく

連携
れんけい

の推進
すいしん

 

●農業者
のうぎょうしゃ

に 障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

を深
ふか

める取組
とりくみ

を 行
おこな

うと

ともに，農
のう

福
ふく

連携
れんけい

による 障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

促進
そくしん

に努
つと

めます。 
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２ 就 業
しゅうぎょう

機会
き か い

の拡充
かくじゅう

と定着
ていちゃく

の促進
そくしん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，障
しょう

がい者
しゃ

の職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに，適性
てきせい

や能力
のうりょく

に応
おう

じて就労
しゅうろう

でき

るよう支援
し え ん

を進
すす

めています。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では，現在
げんざい

，福祉
ふ く し

施設
し せ つ

や作業所
さぎょうしょ

で働
はたら

いている人
ひと

の

３１．３パーセントが一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への希望
き ぼ う

を持
も

っています。その一方
いっぽう

で，「一般
いっぱん

就労
しゅうろう

したいと思
おも

う」と回答
かいとう

した人
ひと

に一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をしていない理由
り ゆ う

を聞
き

いたところ，「一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に不安
ふ あ ん

がある」

と５６．１パーセントが回答
かいとう

しています。 

障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

ニーズに対応
たいおう

できるよう，一人一人
ひ と り ひ と り

の適性
てきせい

や能力
のうりょく

に応
おう

じた仕事
し ご と

の確保
か く ほ

を始
はじ

め，専門的
せんもんてき

・技術的
ぎじゅつてき

な職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

を身
み

に付
つ

けるための支援
し え ん

，相談
そうだん

できる環境
かんきょう

づくりが，引
ひ

き続
つづ

き，必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

障
しょう

がい者
しゃ

の職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに，適性
てきせい

や能力
のうりょく

に応
おう

じて就労
しゅうろう

できるよう支援
し え ん

します。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

就労
しゅうろう

に向
む

け

ての支援
し え ん

 

就労
しゅうろう

体験
たいけん

・職場
しょくば

実習
じっしゅう

機会
き か い

の拡大
かくだい

 

●学校
がっこう

の実習
じっしゅう

では体験
たいけん

できない環境
かんきょう

を提供
ていきょう

する

ため，特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の生徒
せ い と

による市
し

役所
やくしょ

での実習
じっしゅう

体験
たいけん

を実施
じ っ し

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

就労
しゅうろう

に向
む

け

ての支援
し え ん

 

障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

訓練
くんれん

事業
じぎょう

 

●知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

，精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

を会計
かいけい

年度
ね ん ど

任用
にんよう

職員
しょくいん

として募集
ぼしゅう

・採用
さいよう

し， 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の拡
かく

大
だい

，

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に向
む

けた訓練
くんれん

の場
ば

を提
てい

供
きょう

します。 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

の就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する人
ひと

を対象
たいしょう

に，一定
いってい

期間
き か ん

就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

及
およ

び能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

い，一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

●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

の機能
き の う

強化
きょうか

に向
む

けた取組
とりくみ

を

推進
すいしん

します。 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

した人
ひと

を対象
たいしょう

に，その人
ひと

が働
はたら

く

企業
きぎょう

や関係者
かんけいしゃ

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

，働
はたら

く中
なか

で生
しょう

じる問題
もんだい

解決
かいけつ

に向
む

けて必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

●就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の参入
さんにゅう

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

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

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

の就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する人
ひと

を対象
たいしょう

に，就労
しゅうろう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

するとともに，知識
ち し き

及
およ

び能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

●就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

適正化
てきせいか

に向
む

けた取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の充実
じゅうじつ

 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

セン

ター 

●地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターの運営
うんえい

支援
し え ん

を 行
おこな

い， 障
しょう

が

い者
しゃ

の創作的
そうさくてき

活動
かつどう

や生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

の提供
ていきょう

，社会
しゃかい

と

の交流
こうりゅう

の機会
き か い

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

 

●物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

について， 障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

等
とう

の活用
かつよう

を促進
そくしん

するとともに，特定
とくてい

随意
ず い い

契約
けいやく

対象者
たいしょうしゃ

名簿
め い ぼ

に

登録
とうろく

して，受注
じゅちゅう

の拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

●「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の

調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

」に基
もと

づき，障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの

物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

の一層
いっそう

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 
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【基本
き ほ ん

施策
し さ く

６】交流
こうりゅう

とふれあい活動
かつどう

の促進
そくしん

 

１ 地域
ち い き

における交流
こうりゅう

・ふれあい活動
かつどう

の促進
そくしん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，「健康
けんこう

ふくやま２１フェスティバル」や「ふれあい福祉
ふ く し

まつり」の開催
かいさい

，社会
しゃかい

教育
きょういく

活動
かつどう

事業
じぎょう

や各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

への後援
こうえん

等
とう

を通
とお

して，人権
じんけん

意識
い し き

の高揚
こうよう

と交流
こうりゅう

機会
き か い

の場
ば

づくりを推進
すいしん

してい

ます。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では， 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

の人
ひと

との付
つ

き合
あ

い程度
て い ど

をみ

ると，「親
した

しく付
つ

き合
あ

っている人
ひと

がいる」は少
すく

ない状 況
じょうきょう

ですが，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

では年齢
ねんれい

が上
あ

がるほど付
つ

き合
あ

いが増
ふ

える傾向
けいこう

にあります。地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

やイベントに参加
さ ん か

している人は２６．

９パーセントで，今後
こ ん ご

参加
さ ん か

したいと回答
かいとう

した人は４１．１パーセントとなっています。 

また，地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

しやすくなるためには，「一緒
いっしょ

に活動
かつどう

を行
おこな

う仲間
な か ま

や団体
だんたい

，その活動
かつどう

に

参加
さ ん か

するための情報
じょうほう

」が必要
ひつよう

であると回答
かいとう

した人が２１．８パーセントいました。さらに，特
とく

に知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

では「福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の地域
ち い き

への開放
かいほう

などによる地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

」が， 障
しょう

がい

者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

として多
おお

く回答
かいとう

されています。 

一方
いっぽう

，アンケート調査
ちょうさ

（手帳
てちょう

等
とう

非所持者
ひ し ょ じ し ゃ

）では，障
しょう

がいのある人
ひと

とふれあう機会
き か い

があれば 

参加
さ ん か

してみたいと回答
かいとう

した人
ひと

が４２．７パーセントいました。 

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

に向
む

けて，あらゆる立場
た ち ば

の人
ひと

が 障
しょう

がいのある人
ひと

と交流
こうりゅう

し，ふれあう

機会
き か い

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

市民
し み ん

が参加
さ ん か

しやすい行事
ぎょうじ

の開催
かいさい

，障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

・障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

が中心
ちゅうしん

となって行
おこな

う地域
ち い き

の
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多様
た よ う

な交流
こうりゅう

機会
き か い

づくりを支援
し え ん

します。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

に

おける啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 

● 障
しょう

がい者
しゃ

の作品
さくひん

展示
て ん じ

や施設
し せ つ

紹介
しょうかい

等
とう

の実施
じ っ し

によ

り，障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

を進
すす

めるための啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

・障
しょう

がい

者
しゃ

団体
だんたい

が開催
かいさい

する交流
こうりゅう

行事
ぎょうじ

の支援
し え ん

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

の

地域
ち い き

開放
かいほう

の促進
そくしん

 

● 障
しょう

がい者
しゃ

関係
かんけい

施設
し せ つ

で 行
おこな

う夏祭
なつまつ

りや音楽会
おんがくかい

等
とう

の

各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

へ地域
ち い き

住民
じゅうみん

の参加
さ ん か

を進
すす

めるなど，社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

の地域
ち い き

への開放
かいほう

を促進
そくしん

し，交流
こうりゅう

機会
き か い

の拡大
かくだい

を

図
はか

ります。 

健康
けんこう

ふくやま２１

フェスティバル

（再掲
さいけい

） 

●健康
けんこう

づくりや食育
しょくいく

等
とう

に関
かん

するイベントと社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

の「ふれあい福祉
ふ く し

まつり」を同時
ど う じ

開催
かいさい

し，

施設
し せ つ

や団体
だんたい

，福祉
ふ く し

機器
き き

・器具
き ぐ

等
とう

の紹介
しょうかい

を 行
おこな

い，よ

り多
おお

くの人
ひと

が保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

に対
たい

する理解
り か い

や関
かか

わるきっ

かけとなるよう努
つと

めます。 

障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

交流
こうりゅう

の促進
そくしん

 

● 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

支援
し え ん

やふれあい福祉
ふ く し

まつり

等
とう

への参加
さ ん か

とともに，スポーツ活動
かつどう

や文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の

実施
じ っ し

を積極的
せっきょくてき

に 促
うなが

すことで，地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

を促進
そくしん

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

・障
しょう

がい

者
しゃ

団体
だんたい

が開催
かいさい

する交流
こうりゅう

行事
ぎょうじ

の支援
し え ん

 

中
ちゅう

・高校生
こうこうせい

ボラン

ティア体験
たいけん

学習
がくしゅう

（再掲
さいけい

） 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

において， 中
ちゅう

・高校生
こうこうせい

を対象
たいしょう

とし

て，夏休
なつやす

みに市内
し な い

の障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

，高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

，児童
じ ど う

施設
し せ つ

等
とう

でのボランティア体験
たいけん

の機会
き か い

を提供
ていきょう

し，福祉
ふ く し

教育
きょういく

を支援
し え ん

します。 
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２ スポーツ・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の振興
しんこう

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，スポーツ・レクリエーション活動
かつどう

の場
ば

の提供
ていきょう

や普及
ふきゅう

活動
かつどう

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

い，

障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

しています。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

においては， 障
しょう

がい者
しゃ

がふだんスポーツしている

割合
わりあい

は１５．４パーセントですが，その活
かつ

動
どう

内容
ないよう

はウォーキングや水泳
すいえい

などを始
はじ

め多岐
た き

にわた

っています。一方
いっぽう

で，スポーツをしていない人
ひと

は「機会
き か い

がない」ことがその大
おお

きな理由
り ゆ う

となっ

ています。 

スポーツ・レクリエーション，文化
ぶ ん か

活動
かつどう

等
とう

の様々
さまざま

な地域
ち い き

活動
かつどう

に障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず誰
だれ

もが親
した

しみ，参加
さ ん か

できる環境
かんきょう

や機会
き か い

を整
ととの

えていくことが必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

引
ひ

き続
つづ

き，スポーツ・レクリエーション活動
かつどう

の場
ば

の提供
ていきょう

や普及
ふきゅう

活動
かつどう

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

い， 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。また，自分
じ ぶ ん

の個性
こ せ い

や才能
さいのう

を生
い

かしながら，生
い

きがいと楽
たの

しみを感
かん

じる

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

の機会
き か い

を提供
ていきょう

する活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

スポーツ・レ

クリエーショ

ン活動
かつどう

の推進
すいしん

 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

●児童
じ ど う

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，水浴
すいよく

訓練
くんれん

，

調理
ちょうり

実習
じっしゅう

，お出
で

かけ体験
たいけん

等
とう

を，ニーズや主体性
しゅたいせい

を

尊重
そんちょう

しながら支援
し え ん

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

スポーツ・レ

クリエーショ

ン活動
かつどう

の推進
すいしん

 

福山市
ふくやまし

障害者
しょうがいしゃ

体育
たいいく

センター運営
うんえい

事業
じぎょう

 

● 障
しょう

がい者
しゃ

のレクリエーション活動
かつどう

，体力
たいりょく

・運動
うんどう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

，社会
しゃかい

参加
さ ん か

を図
はか

ることを目的
もくてき

とした，

利用者
りようしゃ

のスポーツへの取組
とりくみ

を支援
し え ん

します。 

スポーツ教室
きょうしつ

等
とう

開催
かいさい

事業
じぎょう

 

● 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツの教室
きょうしつ

等
とう

を開催
かいさい

し，健康
けんこう

・

体力
たいりょく

づくりの増進
ぞうしん

を図
はか

ります。 

指導者
しどうしゃ

の育成
いくせい

 

●指導者
しどうしゃ

に幅広
はばひろ

い教養
きょうよう

と専門的
せんもんてき

知識
ち し き

，より高
たか

い指導
し ど う

技術
ぎじゅつ

を修得
しゅうとく

することを目的
もくてき

とし，高齢者
こうれいしゃ

・ 障
しょう

がい

のある人
ひと

も含
ふく

め，誰
だれ

もが参加
さ ん か

体験
たいけん

できる「スポーツ

指導者
しどうしゃ

養成
ようせい

講習会
こうしゅうかい

」を開
かい

催
さい

します。 

スポーツ大会
たいかい

 
●「全国

ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

」等
とう

への参加
さ ん か

を支援
し え ん

し

ます。 

文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の支援
し え ん

 

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の助成
じょせい

 

●障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の作品
さくひん

展示
て ん じ

，コンサート，舞台
ぶ た い

，障
しょう

が

い者
しゃ

と市民
し み ん

のジョイントコンサート，体験
たいけん

ワークシ

ョップ等
とう

のイベントの開催
かいさい

を支援
し え ん

し，芸術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

から

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

に

おける啓発
けいはつ

事業
じぎょう

（再掲
さいけい

） 

障
しょう

がい者
しゃ

の作品
さくひん

展示
て ん じ

や施設
し せ つ

紹介
しょうかい

等
とう

の実施
じ っ し

により，

障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

を進
すす

めるための啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 
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３ 団体
だんたい

・ボランティアとの協働
きょうどう

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，市民
し み ん

と行政
ぎょうせい

との協働
きょうどう

によるまちづくりを推進
すいしん

し，地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の進展
しんてん

を図
はか

ると

ともに，地域
ち い き

の課題
か だ い

を地域
ち い き

で解決
かいけつ

できるネットワークづくりを推進
すいしん

しています。 

アンケート調査
ちょうさ

（手帳
てちょう

等
とう

非所持者
ひ し ょ じ し ゃ

）においては，ボランティアに参加
さ ん か

経験
けいけん

のある人
ひと

は８．５

パーセントとなっていますが，２０から３０歳
さい

台
だい

や７０歳
さい

以上
いじょう

の年齢層
ねんれいそう

で比較的
ひかくてき

参加
さ ん か

経験者
けいけんしゃ

が

多
おお

くなっており，今後
こ ん ご

の参加
さ ん か

意向
い こ う

は４１．２パーセントとなっています。 

障
しょう

がい者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支
ささ

え，社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

していくためには，ボランティア活動
かつどう

を始
はじ

め

として，地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

え合
あ

う活動
かつどう

の促進
そくしん

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の場
ば

の提
てい

供
きょう

や情報
じょうほう

の発信
はっしん

等
とう

，市民
し み ん

がボランティアとして参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

整備
せ い び

を行
おこな

うことで，地域
ち い き

の課題
か だ い

を解決
かいけつ

できるまちづくりを進
すす

めます。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

ボランティア

センター活動
かつどう

の支援
し え ん

 

ボランティア活動
かつどう

の場
ば

の提供
ていきょう

 

●福山
ふくやま

すこやかセンター内
ない

のボランティアセンター

において，ボランティア活動
かつどう

の場
ば

を提供
ていきょう

します。 

ボランティアセン

ター 

●各種
かくしゅ

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

することで，誰
だれ

もがボランティア

活動
かつどう

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。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

ボランティア

センター活動
かつどう

の支援
し え ん

 

｢ボランティア

情報紙
じょうほうし

ＴＵＮＡＧＵ
つ な ぐ

（つ

なぐ）｣の発行
はっこう

 

●社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

で，ボランティアの募集
ぼしゅう

情報
じょうほう

・

講習会
こうしゅうかい

の開催
かいさい

・近況
きんきょう

等
とう

の情報
じょうほう

を発信
はっしん

する「ボラン

ティア情報紙
じょうほうし

ＴＵＮＡＧＵ
つ な ぐ

（つなぐ）」を発行
はっこう

し，登録
とうろく

ボランティアへ情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うとともに，啓発
けいはつ

を

進
すす

めます。 

障
しょう

がいのある

児童
じ ど う

（小学生
しょうがくせい

）の

ためのサマースク

ール 

●夏休
なつやす

み期間中
きかんちゅう

に児童
じ ど う

を学生
がくせい

ボランティアが１日
にち

預
あず

かり，様々
さまざま

な経験
けいけん

を積
つ

む機会
き か い

を設
もう

けて居場所
い ば し ょ

を確保
か く ほ

するとともに，ボランティアとの交流
こうりゅう

などに取
と

り組
く

みます。 

地域
ち い き

住民
じゅうみん

の

見守
み ま も

りネット

ワークの構築
こうちく

 

小地域
しょうちいき

福祉
ふ く し

ネット

ワーク活動
かつどう

 

●一人暮
ひ と り ぐ

らしの高齢者
こうれいしゃ

や軽度
け い ど

の認知症
にんちしょう

の高齢者
こうれいしゃ

，障
しょう

がい者
しゃ

などが地域
ち い き

で孤立
こ り つ

することなく安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう，保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

・医療
いりょう

の関係者
かんけいしゃ

と住民
じゅうみん

（ボ

ランティア）が協働
きょうどう

して，様々
さまざま

な支
ささ

え合
あ

い・助
たす

け合
あ

い活動
かつどう

を行
おこな

います。 
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【基本
き ほ ん

施策
し さ く

７】福祉
ふ く し

のまちづくりの推進
すいしん

 

１ 誰
だれ

もが暮
く

らしやすいまちづくりの推進
すいしん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，ユニバーサルデザインの普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに，安全
あんぜん

に利用
り よ う

できる建築物
けんちくぶつ

の整備
せ い び

や

公共
こうきょう

交通
こうつう

のバリアフリー化
か

により，障
しょう

がい者
しゃ

だけでなく誰
だれ

もが暮
く

らしやすい福祉
ふ く し

のまちづく

りを推進
すいしん

しています。 

アンケート調査
ちょうさ

（手帳
てちょう

等
とう

非所持者
ひ し ょ じ し ゃ

）では，障
しょう

がい者
しゃ

にとって福山市
ふくやまし

が「暮
く

らしやすい」と回答
かいとう

した人
ひと

よりも，「暮
く

らしにくい」と回答
かいとう

した人
ひと

の方
ほう

が多
おお

くなっています。 

障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するためには，引
ひ

き続
つづ

き，障
しょう

がい者
しゃ

に配慮
はいりょ

したまちづくりの推進
すいしん

を始
はじ

め，誰
だれ

もが快適
かいてき

で暮
く

らしやすい生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

引
ひ

き続
つづ

き，ユニバーサルデザインの普及
ふきゅう

や安全
あんぜん

に利用
り よ う

できる建築物
けんちくぶつ

の整備
せ い び

，公共
こうきょう

交通
こうつう

のバリ

アフリー化
か

により，誰
だれ

もが暮
く

らしやすい福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

します。また，障
しょう

がい者
しゃ

が円滑
えんかつ

に権利
け ん り

を行使
こ う し

することができるよう，選挙
せんきょ

等
とう

における配慮
はいりょ

に努
つと

めます。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

ユニバーサル

デザインによ

るまちづくり

の推進
すいしん

 

ユニバーサルデザ

インの啓発
けいはつ

 

●ユニバーサルデザインに関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

，まち

づくり出前
で ま え

講座
こ う ざ

への 職員
しょくいん

派遣
は け ん

や用具
よ う ぐ

の展示
て ん じ

，

学習会
がくしゅうかい

の支援
し え ん

を通
とお

して，市民
し み ん

への理解
り か い

浸透
しんとう

に努
つと

める

ことで，誰
だれ

もが暮
く

らしやすいまちづくりを推進
すいしん

しま

す。 

ユニバーサルデザ

インの促
そく

進
しん

 

●公益的
こうえきてき

施設
し せ つ

等
とう

の建築
けんちく

等
とう

を 行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

に，事前
じ ぜ ん

協議
きょうぎ

において広島県
ひろしまけん

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

の適用
てきよう

施設
し せ つ

整備
せ い び

基準
きじゅん

への適合
てきごう

を働
はたら

き掛
か

け，誰
だれ

もが暮
く

らしや

すいまちづくりの促進
そくしん

を図
はか

ります。 

●適合
てきごう

通知書
つうちしょ

が交付
こ う ふ

できない場合
ば あ い

でも，可能
か の う

な範囲
は ん い

で整備
せ い び

基準
きじゅん

に適合
てきごう

するような計画
けいかく

を事
じ

業者
ぎょうしゃ

に求
もと

め

ていきます。 

住宅
じゅうたく

・建築物
けんちくぶつ

のバリアフリ

ー化
か

の推進
すいしん

 

公共的
こうきょうてき

建築物
けんちくぶつ

の

整備
せ い び

 

●公共
こうきょう

建築物
けんちくぶつ

の新築
しんちく

・改築
かいちく

時
じ

に，バリアフリー法
ほう

等
とう

の基準
きじゅん

による施設
し せ つ

整備
せ い び

に取
と

り組
く

みます。 

●建物
たてもの

用途
よ う と

や配置
は い ち

，利用
り よ う

実態
じったい

に応
おう

じて既存
き ぞ ん

建物
たてもの

のバ

リアフリー化
か

を進
すす

めるとともに，ユニバーサルデザ

インの視点
し て ん

に基
もと

づく整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

高齢者
こうれいしゃ

，障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

で

きる建築物
けんちくぶつ

の促進
そくしん

 

●多数
た す う

の人
ひと

が利用
り よ う

する民間
みんかん

建築物
けんちくぶつ

等
とう

について，

建築物
けんちくぶつ

のバリアフリー化
か

を啓発
けいはつ

し，建築
けんちく

主
ぬし

に対
たい

して

認定
にんてい

申請
しんせい

するよう促
うなが

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

住宅
じゅうたく

・建築物
けんちくぶつ

のバリアフリ

ー化
か

の推進
すいしん

 

都市
と し

公園
こうえん

の整備
せ い び

 

●障
しょう

がい者
しゃ

や高齢者
こうれいしゃ

，乳幼児
にゅうようじ

が利用
り よ う

しやすいようバ

リアフリーに配慮
はいりょ

した公園
こうえん

出入口
でいりぐち

や園
えん

路
ろ

改修
かいしゅう

等
とう

を

行
おこな

い，誰
だれ

もが安心
あんしん

して利用
り よ う

できる公園
こうえん

をめざしま

す。 

市営
し え い

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

（再掲
さいけい

） 

●地域
ち い き

住宅
じゅうたく

計画
けいかく

に基
もと

づき，新
あら

たに募集
ぼしゅう

する住宅
じゅうたく

の

バリアフリー化
か

を推進
すいしん

し， 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び高齢者
こうれいしゃ

が

安心
あんしん

して暮
く

らせる居住
きょじゅう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

移動
い ど う

環境
かんきょう

の

整備
せ い び

 

公共
こうきょう

交通
こうつう

バリア

フリー化
か

事業
じぎょう

 

●高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が利用
り よ う

しやすい移動
い ど う

環境
かんきょう

を

整備
せ い び

するため，一定
いってい

以上
いじょう

の利用
り よ う

がある鉄道
てつどう

駅
えき

へのエ

レベーターの整備
せ い び

等
とう

，旅客
りょかく

施設
し せ つ

や車両
しゃりょう

のバリアフリ

ー化
か

の支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

歩道
ほ ど う

のバリアフリ

ー化
か

（歩道
ほ ど う

におけ

る障害物
しょうがいぶつ

の除去
じょきょ

） 

●道
どう

路上
ろじょう

にある違法
い ほ う

看板
かんばん

や放置
ほ う ち

自転車
じてんしゃ

を撤去
てっきょ

し，

通行
つうこう

の安全
あんぜん

を確保
か く ほ

するとともに，福山駅
ふくやまえき

周辺
しゅうへん

の放置
ほ う ち

禁止
き ん し

区域
く い き

の安全
あんぜん

の確保
か く ほ

に，引
ひ

き続
つづ

き，取
と

り組
く

みます。 

選挙
せんきょ

における

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

 

選挙
せんきょ

時
じ

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

●点字
て ん じ

の「候補者
こうほしゃ

名簿
め い ぼ

」配置
は い ち

等
とう

，障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じ

た選挙
せんきょ

等
とう

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

選挙
せんきょ

における

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

 

障
しょう

がい者
しゃ

の投票
とうひょう

への配慮
はいりょ

と機会
き か い

の

確保
か く ほ

 

●投票
とうひょう

所内
じょない

のバリアフリー等
とう

，投票
とうひょう

環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

●指定
し て い

病院
びょういん

等
とう

における外部
が い ぶ

立会人
たちあいにん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

や代理
だ い り

投票
とうひょう

の適切
てきせつ

な対応
たいおう

のための指導
し ど う

，郵便
ゆうびん

等
とう

投票
とうひょう

による不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を推進
すいしん

し， 

障
しょう

がい者
しゃ

が投票
とうひょう

を 行
おこな

う際
さい

の配慮
はいりょ

と機会
き か い

の確保
か く ほ

に

努
つと

めます。 
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２ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，行政
ぎょうせい

と地域
ち い き

が連携
れんけい

し，災害
さいがい

時
じ

の情報
じょうほう

伝達
でんたつ

や避難
ひ な ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つと

め，特
とく

に障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた防災
ぼうさい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を始
はじ

め，災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

，関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した防災
ぼうさい

意識
い し き

向上
こうじょう

のための啓発
けいはつ

や訓練
くんれん

等
とう

を実施
じ っ し

しています。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

においては，災害
さいがい

時
じ

に自力
じ り き

で避難
ひ な ん

できない人
ひと

が 

２５．０パーセントとなっており，障
しょう

がいのある人
ひと

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への参加
さ ん か

については，地域
ち い き

との

つながりが薄
うす

いことなどを大
おお

きな理由
り ゆ う

として，参加
さ ん か

経験者
けいけんしゃ

は少
すく

ない状 況
じょうきょう

となっています。 

障
しょう

がいの状態
じょうたい

に応
おう

じた災害
さいがい

時
じ

のスムーズな情報
じょうほう

提供
ていきょう

や支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

行政
ぎょうせい

と地域
ち い き

がより緊密
きんみつ

に連携
れんけい

し，情報
じょうほう

伝達
でんたつ

体制
たいせい

や災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つと

めます。

また，防災
ぼうさい

や防犯
ぼうはん

に関
かん

する必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や訓練
くんれん

等
とう

を通
つう

じて，防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

意識
い し き

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

防災
ぼうさい

対策
たいさく

の

充実
じゅうじつ

 

火災
か さ い

予防
よ ぼ う

運動
うんどう

 

●火災
か さ い

予防
よ ぼ う

運動
うんどう

時
じ

に，避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

も含
ふく

め，広
ひろ

く

市民
し み ん

に防災
ぼうさい

意識
い し き

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

防火
ぼ う か

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

等
とう

 

●障
しょう

がい者
しゃ

や関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し，各種
かくしゅ

防火
ぼ う か

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を実施
じ っ し

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

防災
ぼうさい

対策
たいさく

の

充実
じゅうじつ

 

緊急
きんきゅう

時
じ

の通報
つうほう

等
など

の支援
し え ん

（１１９番
ばん

緊急
きんきゅう

ＦＡＸ
ファックス

，夜間
や か ん

緊急
きんきゅう

手話
し ゅ わ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

） 

●音声
おんせい

による１１９番
ばん

通報
つうほう

が困難
こんなん

な人
ひと

を対象
たいしょう

に，

ＦＡＸ
ファックス

や携帯
けいたい

電話
で ん わ

，ＰＣ
ピーシー

による電子
で ん し

メールからの１

１９番
ばん

通報
つうほう

の受付
うけつけ

体制
たいせい

を図
はか

るとともに，より簡易
か ん い

な

操作
そ う さ

で１１９番
ばん

通報
つうほう

が可能
か の う

な「Ｎｅｔ
ネ ッ ト

１１９」シス

テムを運用
うんよう

します。 

●夜間
や か ん

・休日
きゅうじつ

の手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

制度
せ い ど

に

より，聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

の緊急
きんきゅう

時
じ

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

防災
ぼうさい

情報
じょうほう

等
とう

の

提供
ていきょう

 

●警報
けいほう

発令
はつれい

等
とう

緊急
きんきゅう

時
じ

に，「福山市
ふくやまし

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター」や「福山市
ふくやまし

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター」のホームページに必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を掲載
けいさい

するとともに，電子
で ん し

メールによる情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

い

ます。 

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

 

●行政
ぎょうせい

の保有
ほ ゆ う

する情報
じょうほう

の一元化
いちげんか

や民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

による訪問
ほうもん

調査
ちょうさ

により，避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

を

把握
は あ く

し，消防
しょうぼう

組合
くみあい

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

を進
すす

めるとともに，避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

制度
せ い ど

に

登録
とうろく

していない人
ひと

への登録
とうろく

を勧奨
かんしょう

します。 

●地域
ち い き

の共助
きょうじょ

による避難
ひ な ん

支援
し え ん

体制
たいせい

づくりを進
すす

める

ため，様々
さまざま

な支援
し え ん

や啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

います。 

 



 

108 

 

施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

防災
ぼうさい

対策
たいさく

の

充実
じゅうじつ

 

避難所
ひなんしょ

での支援
し え ん

 

● 障
しょう

がい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した受入
うけいれ

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

りま

す。 

●「福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

」の設置
せ っ ち

を進
すす

め，障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が避難
ひ な ん

生活
せいかつ

を続
つづ

けられる体制
たいせい

づくりに取
と

り組
く

みます。 

被災
ひ さ い

地域
ち い き

における

保健
ほ け ん

活動
かつどう

（こころ

の相談
そうだん

・支援
し え ん

） 

●被災
ひ さ い

した本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

の 心
こころ

の変化
へ ん か

について理解
り か い

・

傾聴
けいちょう

するとともに，こころの健康
けんこう

相談
そうだん

等
とう

を 行
おこな

い，

必要
ひつよう

に応
おう

じて医療
いりょう

機関
き か ん

への受診
じゅしん

を勧奨
かんしょう

します。 

防火
ぼ う か

防災
ぼうさい

意識
い し き

の

啓発
けいはつ

 

●あらゆる機会
き か い

を捉
とら

えて，障
しょう

がい者
しゃ

を含
ふく

めた市民
し み ん

に

広
ひろ

く防火
ぼ う か

防災
ぼうさい

意識
い し き

の啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の

充実
じゅうじつ

 

防犯
ぼうはん

対策
たいさく

 

●防犯
ぼうはん

対策
たいさく

として「児童
じ ど う

生徒
せ い と

安全
あんぜん

確保
か く ほ

対策
たいさく

事業
じぎょう

」

「 緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システム整備
せ い び

事業
じぎょう

」「学区
が っ く

自治会
じ ち か い

（町内会
ちょうないかい

）連合会
れんごうかい

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

」「防犯
ぼうはん

カメラシ

ステムの設置
せ っ ち

」「地域
ち い き

安全
あんぜん

マップ普及
ふきゅう

推進
すいしん

事業
じぎょう

」「振
ふ

り込
こ

め詐欺
さ ぎ

の被害
ひ が い

防止
ぼ う し

」等
とう

の防犯
ぼうはん

対策
たいさく

を推進
すいしん

します。 

防犯
ぼうはん

の啓発
けいはつ

 

●安心
あんしん

・安全
あんぜん

なまちづくりのため，出前
で ま え

講座
こ う ざ

，生活
せいかつ

安全
あんぜん

モデル地域
ち い き

，地域
ち い き

青色
あおいろ

防犯
ぼうはん

パトロールの支援
し え ん

等
とう

により，地域
ち い き

の人々
ひとびと

の防犯
ぼうはん

意識
い し き

の高揚
こうよう

を図
はか

ります。 

再犯
さいはん

防止
ぼ う し

計画
けいかく

の

推進
すいしん

 

●市町村
しちょうそん

再犯
さいはん

防止
ぼ う し

推進
すいしん

計画
けいかく

を策定
さくてい

し，罪
つみ

を犯した
お か し た

障
しょう

がい者
しゃ

への支援
し え ん

を推進
すいしん

します。 
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３ 地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

本市
ほ ん し

では，「福山市
ふくやまし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

２０１７」に基
もと

づき，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

をめざして，地域
ち い き

活動
かつどう

や福祉
ふ く し

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

，情報
じょうほう

の発信
はっしん

等
とう

，市民
し み ん

がボランティアとして参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

整備
せ い び

を行
おこな

い，地域
ち い き

の課題
か だ い

を解決
かいけつ

できるまちづくりを進
すす

めています。 

アンケート調査
ちょうさ

（手帳
てちょう

等
とう

非所持者
ひ し ょ じ し ゃ

）においては，地域
ち い き

の福祉
ふ く し

課題
か だ い

について７０．９パーセン

トが「関心
かんしん

がある」と回答
かいとう

しており，さらに，８２．７パーセントの人
ひと

が住民
じゅうみん

相互
そ う ご

の支
ささ

え合
あ

い・

助
たす

け合
あ

いが必要
ひつよう

だと回答
かいとう

しています。また，障
しょう

がい者
しゃ

との関
かか

わりが深
ふか

い人
ひと

ほど地域
ち い き

の福祉
ふ く し

課題
か だ い

について，関心
かんしん

が高
たか

い傾向
けいこう

となっています。 

障
しょう

がい者
しゃ

を始
はじ

めとする全
すべ

ての市民
し み ん

が，地域
ち い き

で共
とも

に支
ささ

え合
あ

いながら安心
あんしん

して暮
く

らすことのでき

る地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて，制度
せ い ど

・分野
ぶ ん や

ごとの「縦割
た て わ

り」や「支
ささ

え手
て

」・「受
う

け手
て

」とい

う関係
かんけい

を超
こ

え，市民
し み ん

や多様
た よ う

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

がつながることにより，一人一人
ひ と り ひ と り

の暮
く

らしと生
い

きがい，

地域
ち い き

を協働
きょうどう

して創
つく

っていくことが重要
じゅうよう

です。 

 

●取組
とりくみ

の方向
ほうこう

● 

地域
ち い き

活動
かつどう

や福祉
ふ く し

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

や支援
し え ん

等
とう

を始
はじ

めとして，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

に向
む

けた取組
とりくみ

を

一層
いっそう

推進
すいしん

します。 
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施策
し さ く

 事業
じぎょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

協働
きょうどう

のまち

づくりの推進
すいしん

 

まちづくり推進
すいしん

委員会
いいんかい

活動
かつどう

 

●「地域
ち い き

まちづくり計画
けいかく

」に基
もと

づく事業
じぎょう

推進
すいしん

の支援
し え ん

を

行
おこな

い，地域
ち い き

の課題
か だ い

解決
かいけつ

の取組
とりくみ

や地域
ち い き

の活性化
かっせいか

を図
はか

る

とともに，地域
ち い き

での支
ささ

え合
あ

い，誰
だれ

もが安心
あんしん

・安全
あんぜん

に暮
く

らせる共生
きょうせい

の地域
ち い き

づくりに取
と

り組
く

みます。 

福祉
ふ く し

を高
たか

める会
かい

活
かつ

動
どう

 

●全小学
ぜんしょうがっ

校区
こ う く

に組織
そ し き

されている「学区
が っ く

の福祉
ふ く し

を高
たか

め

る会
かい

」「学区
が っ く

ボランティアの会
かい

」の活動
かつどう

を側面的
そくめんてき

に

支援
し え ん

し，地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

福祉会
ふくしかい

活動
かつどう

 

●町
まち

単位
た ん い

で組織
そ し き

している「福祉会
ふくしかい

」「学区
が っ く

の福祉
ふ く し

を高
たか

める会
かい

」が 行
おこな

う地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るととも

に，活動
かつどう

メニューを推励
すいしょう

し支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

います。 

障
しょう

がい者
しゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

支援
し え ん

 

●団体
だんたい

の自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

の支援
し え ん

を行
おこな

うとともに，各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

を通
つう

じて情報
じょうほう

を交換
こうかん

し，連携
れんけい

の強化
きょうか

に

努
つと

めます。 

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

 

包括的
ほうかつてき

支援
し え ん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

 

●市民
し み ん

や多様
た よ う

な関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

による包括的
ほうかつてき

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つと

めます。 

 

 

 

 

 

第
だい

４部
ぶ

 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう
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第
だい

１章
しょう

 第
だい

５期
き

計画
けいかく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

【１】成果
せ い か

目標
もくひょう

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

第
だい

５期
き

計画
けいかく

の成果
せ い か

目標
もくひょう

に対
たい

する進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

及
およ

び点検
てんけん

・評価
ひょうか

結果
け っ か

は次
つぎ

のとおりです。 

 

【成果
せ い か

目標
もくひょう

１】施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

（１）施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

 

２０１６年度
ね ん ど

（平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

数
すう

３６７人
にん

に対
たい

して， 

２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

までに３３人
にん

が地域
ち い き

で暮
く

らす。 

 

 

第
だい

５期
き

 

目標値
も く ひ ょ う ち

 

第
だい

４期
き

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2017年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の 

地域
ち い き

移行者数
い こ う し ゃ す う

 
33人

にん

 

5人
にん

 1人
にん

 0人
にん

 2人
にん

 

計
けい

8人
にん

 

※２０１７年度
ねんど

（平成
へいせい

２９年度
ねんど

）から２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元
がん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

※施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

の地域
ちいき

移行者
いこうしゃ

数
すう

３３人
にん

は，２０１７年度
ねんど

（平成
へいせい

２９年度
ねんど

）から２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）ま

での 間
あいだ

で地域
ちいき

移行
いこう

する施設
しせつ

入 所 者 数
にゅうしょしゃすう

の目標値
もくひょうち

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の削減
さくげん
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２０１６年度
ね ん ど

（平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

数
すう

３６７人
にん

に対
たい

して， 

２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

までに施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を８人
にん

減
へ

らす。 

 

 
第
だい

５期
き

 

目標値
も く ひ ょ う ち

 

第
だい

４期
き

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2017年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の 

増減数
ぞうげんすう

 
▲8人

にん

 

▲3人
にん

 ▲6人
にん

 ▲3人
にん

 ▲6人
にん

 

計
けい

▲18人
にん

 

 

施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

 

の合計
ご うけい

 

 

359人
にん

 364人
にん

 358人
にん

 355人
にん

 349人
にん

 

※２０１７年度
ねんど

（平成
へいせい

２９年度
ねんど

）から２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元
がん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

※施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

の増減数
ぞうげんすう

の８人
にん

減
げん

は，２０１７年度
ねんど

（平成
へいせい

２９年度
ねんど

）から２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）までの

間
あいだ

で削減
さくげん

する施設
しせつ

入 所 者 数
にゅうしょしゃすう

の目標値
もくひょうち

 

 

 

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

については，２０１６年度
ね ん ど

（平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

３６７人
にん

に対
たい

して３３人
にん

（９．０パーセント）を目標
もくひょう

としていましたが，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

では８人
にん

（２．２パーセント）となっています。 

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の削減
さくげん

については，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

までに，２０１６年度
ね ん ど

（平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

３６７人
にん

のうち８人
にん

（２．２パーセント）を削減
さくげん

目標
もくひょう

として

いましたが，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

では施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

削減数
さくげんすう

が１８人
にん

（４．９パーセン

ト）で，目標値
もくひょうち

を大
おお

きく上回
うわまわ

っています。 

 

【成果
せ い か

目標
もくひょう

２】精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 



 

113 

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

までに保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

する。 

 

第
だい

５期
き

目標値
も く ひ ょ う ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

設置
せ っ ち

 未設置
み せ っ ち

 

※第
だい

５期
き

実績値
じっせきち

は，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）の見込
み こ

み 

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

については，保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

は難
むずか

しい状 況
じょうきょう

です。 

 

 

【成果
せ い か

目標
もくひょう

３】地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

 

入所
にゅうしょ

等
とう

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

，地域
ち い き

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

の支援
し え ん

，就労
しゅうろう

支援
し え ん

などの課題
か だ い

に対応
たいおう

したサ

ービス提供
ていきょう

体制
たいせい

を整
ととの

え，障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

えるシステムを実現
じつげん

するため，２

０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

までに，地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

を少
すく

なくとも１つ整備
せ い び

する。 

 

第
だい

５期
き

目標値
も く ひ ょ う ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

少
す く

なくとも１か所
し ょ

 １か所
し ょ

 

※第
だい

５期
き

実績値
じっせきち

は，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）の見込
み こ

み 

 

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

については，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

までの体制
たいせい

構築
こうちく

に向
む

け，関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と協議
きょうぎ

しながら準備
じゅんび

を進
すす

めています。 

 

【成果
せ い か

目標
もくひょう

４】福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

等
とう
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（１）一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

 

２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）に７０人
にん

が一般
いっぱん

就労
しゅうろう

する。 

 

第
だい

５期
き

目標値
も く ひ ょ う ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

60人
にん

 65人
にん

 70人
にん

 39人
にん

 41人
にん

 42人
にん

 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元年度
がんねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行者
いこうしゃ

については，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）において７０人
にん

を目標
もくひょう

としていますが，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

では４２人
にん

となっています。 

 

（２）就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

の利用者数
りようしゃすう

 

２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）の就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

の利用者数
りようしゃすう

を８３人
にん

にする。 

 

第
だい

５期
き

目標値
も く ひ ょ う ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

71人
にん

 76人
にん

 83人
にん

 43人
にん

 47人
にん

 51人
にん

 

※一
ひと

月
つき

あたりの利用者数
りようしゃすう

 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元年度
がんねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき

 

 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

のうち，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）の就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者
りようしゃ

を８３人
にん

とすることを目標
もくひょう

としていましたが，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

では５１人
にん

となっていま

す。  
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（３）就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

の事業所
じぎょうしょ

の就労
しゅうろう

移行率
いこうりつ

 

２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）の就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

を行
おこな

う事業所
じぎょうしょ

のうち，就労
しゅうろう

移行率
いこうりつ

が３割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

を全体
ぜんたい

の５０パーセント以上
いじょう

にする。 

 

 第
だい

５期
き

 

目標値
も く ひ ょ う ち

 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

（Ａ
エー

） 14事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 8事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 

就労
しゅうろう

移行率
い こ う り つ

が３割
わ り

以上
い じ ょ う

の就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

（Ｂ
ビー

） 
7事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 3事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 

就労
しゅうろう

移行率
い こ う り つ

３割
わ り

以上
い じ ょ う

の事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の割合
わ りあい

（Ｂ／Ａ
ビーわるエー

） 
50.0パーセント 37.5パーセント 

※２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

の事業所
じぎょうしょ

の就労
しゅうろう

移行率
いこうりつ

については，就労
しゅうろう

移行率
いこうりつ

が３割
わり

以上
いじょう

の事業所数
じぎょうしょすう

の割合
わりあい

を５０パーセントにすることを目標
もくひょう

としていましたが，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

では全
ぜん

８事業所
じぎょうしょ

のうち３事業所
じぎょうしょ

（３７．５パーセント）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

による職場
しょくば

定着率
ていちゃくりつ

 

各年度
かくねんど

における就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

による支援
し え ん

開始
か い し

１年後
ね ん ご

の職場
しょくば

定着率
ていちゃくりつ

を８０パーセントにす
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る。 

 

 
第
だい

５期
き

 

目標値
も く ひ ょ う ち

 

第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の

新規
し ん き

利用者
り よ う し ゃ

 
10人

にん

 １人
にん

 5人
にん

 3人
にん

 

前年度
ぜ ん ね ん ど

からの

職場
し ょ く ば

定着者数
ていちゃくしゃすう

 
- - 0人

にん

 4人
にん

 

前年度
ぜ ん ね ん ど

新規
し ん き

利用者
り よ う し ゃ

のうち，

支援
し え ん

開始
か い し

１年後
ね ん ご

の職場
し ょ く ば

定着率
ていちゃくりつ

 

80.0パーセント - 0パーセント 80.0パーセント 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元年度
がんねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の新規
し ん き

利用者
りようしゃ

については，１０人
にん

を目標
もくひょう

としていましたが，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

では３人
にん

（達成率
たっせいりつ

３０．０パーセント）となっています。また，就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

による支援
し え ん

開始
か い し

１年後
ね ん ご

の職場
しょくば

定着率
ていちゃくりつ

を８０パーセントにすることを目標
もくひょう

としていました

が，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

では，８０．０パーセントと目標
もくひょう

どおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果
せ い か

目標
もくひょう

５】障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

等
とう

 

（１）児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターの設置数
せっちすう
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２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

までに児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターを５か所
しょ

にする。 

（２）保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

が利用
り よ う

できる事業所数
じぎょうしょすう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。 

（３）主
おも

に重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

に対応
たいおう

した事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

 

２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

までに主
おも

に 重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

を６か所
しょ

以上
いじょう

，放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業所
じぎょうしょ

を５か所
しょ

以上
いじょう

にする。 

（４）医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

のための協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

２０１８年度
ね ん ど

（平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

）末
まつ

までに，医療的
いりょうてき

ケア児
じ

が適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けられるように，

保健
ほ け ん

，医療
いりょう

，障
しょう

がい福祉
ふ く し

，保育
ほ い く

，教育
きょういく

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

する。 

 

 第
だい

５期
き

 

目標値
も く ひ ょ う ち

 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

①2020年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

セ

ンターの設置数
せ っ ち す う

 
5か所

し ょ

 5か所
し ょ

 

②2020年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

）末
まつ

までの保育所
ほ い く し ょ

等
と う

訪問
ほ う もん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 
充実
じゅうじつ

 充実
じゅうじつ

 

③2020年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

）

末
まつ

までの主
おも

に重症
じゅうしょう

心
し ん

身障
しんしょう

がい児
じ

に対応
たいおう

した事
じ

業
ぎょう

所
し ょ

数
す う

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

 6か所
し ょ

以上
い じ ょ う

 6か所
し ょ

 

放課後
ほ う か ご

等
と う

デイサービス

事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

 
5か所

し ょ

以上
い じ ょ う

 8か所
し ょ

 

④医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

支援
し え ん

のための協議
き ょ う ぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 設置
せ っ ち

 設置
せ っ ち

 

※２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

 

本市
ほ ん し

では，児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターを５か所
しょ

設置
せ っ ち

しています。 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

は，２０１８年
ねん

（平成
へいせい

３０年
ねん

）１０月
がつ

時点
じ て ん

の１０か所
しょ

から１４か所
しょ

に
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増
ふ

えています。 

重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

に対応
たいおう

した事業所
じぎょうしょ

は，１４か所
しょ

確保
か く ほ

しています。 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

のための協議
きょうぎ

の場
ば

については「福山市
ふくやまし

慢性
まんせい

疾病
しっぺい

児童
じ ど う

等
とう

地域
ち い き

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」を

協議
きょうぎ

の場
ば

と位置付
い ち づ

け，支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

について検討
けんとう

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

１ 訪問
ほうもん

系
けい

サービス 



 

119 

 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

は，利用者数
りようしゃすう

が計画値
けいかくち

を大
おお

きく下回
したまわ

っています。 

同行
どうこう

援護
え ん ご

は，時
じ

間数
かんすう

が計画値
けいかくち

を下回
したまわ

っています。 

行動
こうどう

援護
え ん ご

は，利用者数
りようしゃすう

・時間数
じかんすう

共
とも

に計画値
けいかくち

を大
おお

きく下回
したまわ

り，移動
い ど う

支援
し え ん

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

）

も利用者数
りようしゃすう

・時間数
じかんすう

共
とも

に計画値
けいかくち

を下回
したまわ

っています。 

重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

は，利用
り よ う

実績
じっせき

がありません。 

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

居宅
き ょ た く

介護
か い ご

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 1,022 1,066 1,112 951 944 932 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 13,261 13,898 14,565 12,240 12,257 12,399 

重度
じ ゅ う ど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 26 28 30 17 17 20 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 2,878 3,099 3,320 2,728 3,151 3,667 

同行
ど う こ う

援護
え ん ご

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 133 143 153 123 126 127 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 1,829 1,967 2,104 1,717 1,605 1,556 

行動
こ う ど う

援護
え ん ご

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 143 153 162 140 119 108 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 1,919 2,053 2,173 1,864 1,548 1,399 

重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

等
と う

 

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 1 1 1 0 0 0 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 171 171 171 0 0 0 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 592 611 631 569 452 451 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 4,786 4,939 5,097 4,907 3,777 3,620 

合
ご う

 計
けい

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 1,917 2,002 2,089 1,800 1,658 1,618 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 24,844 26,127 27,430 23,456 22,338 22,641 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元年度
がんねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき

 

 

 

 

２ 日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

）は，利用者数
りようしゃすう

が計画値
けいかくち

を下回
したまわ

っています。 
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就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
エーがた

，日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

）は，利用者数
りようしゃすう

・日数
にっすう

共
とも

に計画値
けいかくち

を

下回
したまわ

っています。 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

は，利用者数
りようしゃすう

・日数
にっすう

共
とも

に計画値
けいかくち

を下回
したまわ

り，とりわけ利用者数
りようしゃすう

は大
おお

きく下回
したまわ

って

います。 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（福祉型
ふくしがた

・医療型
いりょうがた

）は，利用者数
りようしゃすう

・日数
にっすう

共
とも

に計画値
けいかくち

を大
おお

きく下回
したまわ

り，就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

，

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

も利用者数
りようしゃすう

は計画値
けいかくち

を大
おお

きく下回
したまわ

っています。 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

）は，施設数
しせつすう

が１か所
しょ

増
ふ

えています。 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

）は，２０１９年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

元年度
がんねんど

）から利用
り よ う

実績
じっせき

はありません。 

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 1,072 1,130 1,193 1,022 1,031 1,045 

日数
にっすう

/月
つき

 22,852 24,102 25,441 20,858 21,235 21,596 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 1 1 1 1 0 0 

日数
にっすう

/月
つき

 23 23 23 19 0 0 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 37 40 43 27 29 32 

日数
にっすう

/月
つき

 837 904 972 509 719 788 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 71 76 83 43 47 51 

日数
にっすう

/月
つき

 1,131 1,217 1,338 697 849 963 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ
エー

型
がた

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 380 370 360 319 293 277 

日数
にっすう

/月
つき

 7,676 7,474 7,272 6,464 6,000 5,721 

就労
しゅうろう

継続
けいぞ く

支援
し え ん

Ｂ
ビー

型
かた

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 1,113 1,146 1,179 1,169 1,162 1,152 

日数
にっすう

/月
つき

 19,739 20,470 21,223 19,283 19,888 20,017 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 10 20 30 1 4 4 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 87 88 89 83 85 84 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 243 253 263 241 225 212 
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（福祉型
ふ く し が た

） 日数
にっすう

/月
つき

 1,989 2,071 2,153 2,089 1,909 1,591 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（医療型
い りょ うがた

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 23 24 25 22 15 12 

日数
にっすう

/月
つき

 81 84 88 84 56 48 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 5 5 5 1 2 2 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

） 

か所数
し ょす う

 4 4 4 4 4 5 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/日
にち

 88 88 88 84 74 72 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 372 377 382 347 329 268 

日数
にっすう

/月
つき

 1,652 1,674 1,696 1,645 1,582 1,258 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元年度
がんねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 居住
きょじゅう

系
けい

サービス 

グループホームの利用者数
りようしゃすう

は，計画値
けいかくち

を上回
うわまわ

っています。 
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福祉
ふ く し

ホーム（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

）の利用者数
りようしゃすう

は，計画値
けいかくち

を下回
したまわ

っています。  

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

グループホーム 

（共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

） 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 425 439 453 453 464 493 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 364 362 359 358 355 349 

福祉
ふ く し

ホーム 

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

） 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 10 10 10 9 9 7 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元年度
がんねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 相談
そうだん

支援
し え ん

 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

，地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の利用者数
りようしゃすう

は，計画値
けいかくち

を上回
うわまわ

っています。 



 

123 

 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

の利用者数
りようしゃすう

は，計画値
けいかくち

を下回
したまわ

っています。 

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

計画
け い か く

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 481 503 526 622 668 733 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 3 3 3 0 0 0 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 4 4 4 6 5 6 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元年度
がんねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

は計画値
けいかくち

を大
おお

きく上回
うわまわ

っています。 
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コミュニケーション支援
し え ん

事業
じぎょう

のうち，盲
もう

ろう者
しゃ

通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

，点訳
てんやく

の利用者数
りようしゃすう

は目標値
もくひょうち

を下回
したまわ

り，とりわけ盲
もう

ろう者
しゃ

通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

については大
おお

きく下回
したまわ

っています。 

ボランティア養成
ようせい

の修 了 者
しゅうりょうしゃ

については，手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

，要約
ようやく

筆記
ひ っ き

，点訳
てんやく

のすべてが計画値
けいかくち

を大
おお

き

く下回
したまわ

っています。 

専門性
せんもんせい

の高
たか

い支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

の修 了 者
しゅうりょうしゃ

については，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

が計画値
けいかくち

を

大
おお

きく下回
したまわ

っています。 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

の給付
きゅうふ

件数
けんすう

は，在宅
ざいたく

療養
りょうよう

等
とう

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

，情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

が

計画値
けいかくち

を下回
したまわ

っています。 

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

相
談

そ
う
だ
ん

支
援

し

え

ん

事
業

じ
ぎ
ょ
う 

委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 か所数
し ょす う

 1 1 1 1 1 1 

住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

等
と う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 

（居住
きょじゅう

サポート支援
し え ん

） 
か所数

し ょす う

 1 1 1 1 1 1 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 
件数
けんすう

 8 9 10 6 10 14 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

し

え

ん

事
業

じ
ぎ
ょ
う 
手話
し ゅ わ

通訳
つうや く

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 510 515 520 531 600 555 

要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 50 53 56 45 47 48 

盲
も う

ろう者
しゃ

通訳
つうや く

・介助員
かいじょいん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 125 125 125 80 86 78 

音訳
おんやく

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 715 715 715 729 812 745 

点訳
てんやく

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 100 100 100 76 78 79 

手話
し ゅ わ

ボランティア養成
ようせい

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

 100 120 140 123 129 80 

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

し

え

ん

事
業

じ
ぎ
ょ
う 

要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

ボランティア

養成
ようせい

 
修了者数
しゅうりょうしゃすう

 10 10 10 0 4 0 

点訳
てんやく

ボランティア養成
ようせい

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

 10 10 10 4 6 6 

手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

養成
ようせい

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

 12 12 12 5 7 7 

要約
よ う や く

筆
ひっ

記者
き し ゃ

養成
ようせい

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

 2 2 2 24 1 1 

盲
も う

ろう者
し ゃ

通訳
つ うや く

・介助員
かいじょいん

養成
よ うせい

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

 1 1 1 0 4 1 

手話
し ゅ わ

通訳
つうや く

登録
と う ろ く

 登録者数
と う ろ く し ゃす う

 52 54 56 51 51 53 

要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

登録
と う ろ く

 登録者数
と う ろ く し ゃす う

 63 64 65 63 71 71 

日
常

に
ち
じ
ょ
う

生
活

せ
い
か
つ

用
具

よ

う

ぐ

給
付

き
ゅ
う
ふ

事
業

じ
ぎ
ょ
う 

介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 給付
きゅうふ

件数
けんすう

 34 36 38 39 37 37 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 給付
きゅうふ

件数
けんすう

 62 64 66 66 60 60 

在宅
ざいた く

療養
りょうよう

等
と う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 給付
きゅうふ

件数
けんすう

 123 125 127 97 105 100 

情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 
給付
きゅうふ

件数
けんすう

 75 77 79 74 55 55 

排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 給付
きゅうふ

件数
けんすう

 10,321 10,702 11,097 10,360 10,556 10,723 

住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

 給付
きゅうふ

件数
けんすう

 12 12 12 11 9 12 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

（再掲
さいけい

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 592 611 631 569 452 451 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 4,786 4,939 5,097 4,907 3,777 3,620 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 

（再掲
さいけい

） 

か所数
し ょす う

 4 4 4 4 4 5 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/日
にち

 88 88 88 84 74 72 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 10 10 10 9 11 10 

回数
かいすう

/月
つき

 55 55 55 60 69 66 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

（再掲
さいけい

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 372 377 382 347 329 268 

日数
にっすう

/月
つき

 1,652 1,674 1,696 1,645 1,582 1,258 

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 
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障
しょう

がい児
じ

等
と う

 

療育
りょういく

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 

事業所数
じ ぎ ょ う し ょす う

 か所数
し ょす う

 6 6 6 6 6 6 

訪問
ほうもん

療育
りょういく

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 316 318 320 284 241 320 

外来
がいらい

療育
りょういく

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 3,900 3,950 4,000 3,973 4,433 4,000 

※相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

，コミュニケーション支援
しえん

事業
じぎょう

，日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

及
およ

び 障
しょう

がい児
じ

等
とう

療 育
りょういく

支援
しえん

事業
じぎょう

は，２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

）， ２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元年度
がんねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

※移動
いどう

支援
しえん

事業
じぎょう

，地域
ちいき

活動
かつどう

支援
しえん

センター，訪問
ほうもん

入 浴
にゅうよく

サービス，日 中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
しえん

事業
じぎょう

は，２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和
れいわ

元年度
がんねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は６月分
がつぶん

の実績
じっせき

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

 

（１）障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん
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児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

の日数
にっすう

は，計画値
けいかくち

を上回
うわまわ

っています。 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスの日数
にっすう

，医療的
いりょうてき

ケア児
じ

に対
たい

する関連
かんれん

分野
ぶ ん や

の支援
し え ん

を調整
ちょうせい

するコーディネ

ーター配置数
はいちすう

は，計画値
けいかくち

を大
おお

きく上回
うわまわ

っています。 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

は，利用
り よ う

実績
じっせき

がありません。 

 

サービス種類
し ゅ るい

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 897 922 948 898 927 840 

日数
にっすう

/月
つき

 5,408 5,559 5,716 5,999 6,301 7,536 

放課後
ほ う か ご

等
と う

 

デイサービス 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 1,543 1,668 1,793 1,700 1,825 2,047 

日数
にっすう

/月
つき

 13,087 14,148 15,208 17,051 17,994 21,887 

保育所
ほ い く し ょ

等
と う

 

訪問
ほ う もん

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 31 36 40 45 23 40 

日数
にっすう

/月
つき

 31 36 40 53 21 48 

医療型
い り ょ う が た

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 19 19 19 20 21 17 

日数
にっすう

/月
つき

 131 131 131 116 110 115 

居宅
き ょ た く

訪問型
ほうもんがた

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 2 2 2 0 0 0 

日数
にっすう

/月
つき

 8 8 8 0 0 0 

医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

に 

対
たい

する関連
かんれん

分野
ぶ ん や

の支援
し え ん

を調整
ちょうせい

す

るコーディネータ

ー配置数
は い ち す う

 

人
にん

 1 1 1 2 9 10 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき

 

（２）障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

の利用者数
りようしゃすう

は，計画値
けいかくち

を上回
うわまわ

っています。 
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サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

障
しょう

がい児
じ

 

相談
そうだん

支援
し え ん

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 255 278 303 327 335 375 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

（３）障
しょう

がい児
じ

の子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

等
とう

 

認定
にんてい

こども園
えん

の児童数
じどうすう

は，計画値
けいかくち

を大
おお

きく上回
うわまわ

っています。 

 

種別
しゅべつ

 単位
た ん い

 

第
だい

５期
き

計画値
け い か く ち

 第
だい

５期
き

実績値
じ っ せ き ち

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

保育所
ほ い く し ょ

 児童数
じ ど う す う

 455 450 445 587 448 266 

認定
にんてい

こども園
えん

 児童数
じ ど う す う

 75 80 85 200 236 195 

幼稚園
よ う ち え ん

（公立
こ う り つ

） 児童数
じ ど う す う

 52 52 52 64 71 40 

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ 児童数
じ ど う す う

 400 420 440 364 401 443 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は９月
がつ

末
まつ

の実績
じっせき

。ただし，放課後
ほ う か ご

児童
じどう

クラブは，各年度
かくねんど

７月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

の実績
じっせき

。 

※保育所
ほいくしょ

，認定
にんてい

こども園
えん

，幼稚園
ようちえん

（公立
こうりつ

）は，障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持
しょじ

又
また

は医師
い し

の診断
しんだん

を受
う

けている児童数
じどうすう

。放課後
ほ う か ご

児童
じどう

クラブは，特別
とくべつ

支援
しえん

学 級
がっきゅう

に通
かよ

っている児童数
じどうすう

。 

 

 

 

 

第
だい

２章
しょう

 第
だい

６期
き

計画
けいかく

の成果
せ い か

目標
もくひょう

について 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

では，障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の自立
じ り つ

支援
し え ん

の観点
かんてん

から，地域
ち い き

生活
せいかつ



 

129 

 

への移行
い こ う

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

といった課題
か だ い

に対応
たいおう

するため，成果
せ い か

目標
もくひょう

を設定
せってい

することとされており，

本
ほん

プランにおいては，２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）を目標
もくひょう

年度
ね ん ど

とした成果
せ い か

目標
もくひょう

を定
さだ

めること

になります。 

国
くに

の示
しめ

す基本
き ほ ん

指針
し し ん

等
とう

を踏
ふ

まえ，本市
ほ ん し

の現状
げんじょう

を勘案
かんあん

したうえで，次
つぎ

のとおり本市
ほ ん し

の成果
せ い か

目標
もくひょう

を

設定
せってい

します。 

 

【１】施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

（１）施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

 

２０１９年度
ね ん ど

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

数
すう

３５５人
にん

に対
たい

して，２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）末
まつ

までに２２人
にん

（６．２パーセント）が地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

する。 

 

 第
だい

５期
き

 第
だい

６期
き

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

 

移行率
い こ う り つ

 

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の 

地域
ち い き

移行者数
い こ う し ゃ す う

 
1人
にん

 0人
にん

 22人
にん

 6.2 パーセント 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

 

※施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

の地域
ちいき

移行者数
いこうしゃすう

の２２人
にん

は，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）から２０２３年度
ねんど

（令和
れいわ

５年度
ねんど

）まで

の 間
あいだ

で地域
ちいき

に移行
いこう

する施設
しせつ

入 所 者 数
にゅうしょしゃすう

の目標値
もくひょうち

 

 

 

 

 

（２）施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の削減
さくげん

 

２０１９年度
ね ん ど

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

数
すう

３５５人
にん

に対
たい

して，２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ
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５年度
ね ん ど

）末
まつ

までに施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を９人
にん

（２．５パーセント）減
へ

らす。 

 

 第
だい

５期
き

 第
だい

６期
き

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

 

削減
さ く げ ん

割合
わ りあい

 

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の 

増減数
ぞうげんすう

 
▲6人

にん

 ▲3人
にん

 ▲9人
にん

 

2.5 パーセント 
施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の合計
ご うけい

 
358人

にん

 355人 346人
にん

 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

 

※施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

の増減数
ぞうげんすう

の９人
にん

減
げん

は，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）から２０２３年度
ねんど

（令和
れいわ

５年度
ねんど

）までの 間
あいだ

で削減
さくげん

する施設
しせつ

入 所 者 数
にゅうしょしゃすう

の目標値
もくひょうち

 

 

 

○地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を促進
そくしん

するため，「現在
げんざい

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

」と「新
あら

たな施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の抑制
よくせい

」を図
はか

ります。 

○日中
にっちゅう

サービス支援型
しえんがた

グループホームの整備
せ い び

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

○施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

から地域
ち い き

への移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する人
ひと

について，円滑
えんかつ

に地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

できるよう支援
し え ん

を

行
おこな

います。 

○居宅
きょたく

での生活
せいかつ

を支援
し え ん

する訪問
ほうもん

系
けい

サービス，訓練
くんれん

の場
ば

・創作
そうさく

活動
かつどう

の場
ば

，憩
いこ

いの場
ば

である日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスを充実
じゅうじつ

させるとともに，日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の様々
さまざま

な問題
もんだい

に対応
たいおう

するための相談
そうだん

機能
き の う

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

るため，相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の確保
か く ほ

と質
しつ

向上
こうじょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

 

 【２】地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

が有
ゆう

する機能
き の う

の充実
じゅうじつ

 

２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）末
まつ

までに地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

（システム）が有
ゆう

する機能
き の う

の充実
じゅうじつ
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に向
む

けた検証
けんしょう

及
およ

び検討
けんとう

を年
ねん

１回
かい

行
おこな

う。 

 

 2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

①地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
と う

の整備
せ い び

 整備
せ い び

 整備
せ い び

 

②地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
と う

（システム）が有
ゆう

する機能
き の う

の

充実
じゅうじつ

に向
む

けた検証
けんしょう

及
およ

び検討
けんとう

の年間
ねんかん

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 

【回
かい

/年
ねん

】 

－ 1回
かい

/年
ねん

 

※２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

については，２０２０年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）末
まつ

までの体制
たいせい

構築
こうちく

に向
む

け，

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と協議
きょうぎ

しながら準備
じゅんび

を進
すす

めています。 

今後
こ ん ご

，福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に対
たい

し，定期的
ていきてき

な取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

の報告
ほうこく

や事例
じ れ い

の共有
きょうゆう

を

行
おこな

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３】福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

等
とう

 

（１）一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う
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２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）までに５３人
にん

が一般
いっぱん

就労
しゅうろう

する。 

 

第
だい

５期
き

 第
だい

６期
き

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

からの移行
い こ う

割合
わりあい

 

39人
にん

 41人
にん

 42人
にん

 45人
にん

 49人
にん

 53人
にん

 1.29倍
ばい

 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

（２）就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

利用者
りようしゃ

からの一般
いっぱん

就労
しゅうろう

移行者数
いこうしゃすう

 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

利用者
りようしゃ

から，２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）に１６人
にん

が一般
いっぱん

就労
しゅうろう

する。 

 

第
だい

５期
き

 第
だい

６期
き

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

からの移行
い こ う

割合
わりあい

 

4人
にん

 12人
にん

 12人
にん

 13人
にん

 14人
にん

 16人
にん

 1.33倍
ばい

 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
エーがた

事業
じぎょう

利用者
りようしゃ

からの一般
いっぱん

就労
しゅうろう

移行者数
いこうしゃすう

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
エーがた

事業
じぎょう

利用者
りようしゃ

から，２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）に１３人
にん

が一般
いっぱん

就労
しゅうろう

する。 



 

133 

 

 

第
だい

５期
き

 第
だい

６期
き

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

からの移行
い こ う

割合
わりあい

 

15人
にん

 10人
にん

 10人
にん

 11人
にん

 12人
にん

 13人
にん

 1.30倍
ばい

 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

（４）就
しゅう

労
ろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
ビーがた

事業
じぎょう

利用者
りようしゃ

からの一般
いっぱん

就労
しゅうろう

移行者数
いこうしゃすう

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
ビーがた

事業
じぎょう

利用者
りようしゃ

から，２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）に２４人
にん

が一般
いっぱん

就労
しゅうろう

する。 

 

第
だい

５期
き

 第
だい

６期
き

 

2018年度
ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

 

2019年度
ね ん ど

（令
れい

和
わ

元年度
が んね ん ど

） か

らの移行
い こ う

割合
わりあい

 

20人
にん

 19人
にん

 20人
にん

 21人
にん

 22人
にん

 24人
にん

 1.26倍
ばい

 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者数
りようしゃすう

 

２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）の４月
がつ

～９月
がつ

に一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

する４４人
にん

のうち３１人
にん

が就労
しゅうろう
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定着
ていちゃく

支援
し え ん

を利用
り よ う

する。 

 

 2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

する者
もの

の数
かず

（Ａ
エー

） 42人
にん

 53人
にん

 

（Ａ
エー

）のうち，4月
がつ

～9月
がつ

に一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

する者
もの

の数
かず

（Ｂ
ビー

） 
35人

にん

 44人
にん

 

（Ｂ
ビー

）のうち，就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

を利用
り よ う

する者
もの

の数
かず

（Ｃ
シー

） 
3人
にん

 31人
にん

 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の利用率
り よ う り つ

（Ｃ /Ｂ
シーわるビー

） 8.6パーセント 70.5パーセント 

※２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

（６）就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

による職場
しょくば

定着率
ていちゃくりつ

 

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

のうち，就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

が８割
わり

以上
いじょう

の事業所数
じぎょうしょすう

の割合
わりあい

を７５．０パーセ

ントとする。 

 

 2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

①就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

 1か所
し ょ

 4か所
し ょ

 

②上記
じ ょ う き

①のうち就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

が８割
わ り

以上
い じ ょ う

の

事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

 
1か所

し ょ

 3か所
し ょ

 

③就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

８割
わ り

以上
い じ ょ う

の事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の割合
わ りあい

 100.0パーセント 75.0パーセント 

※２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

 

 

○２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）までに５３人
にん

が一般
いっぱん

就労
しゅうろう

することをめざします。 

○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

の機能
き の う

強化
きょうか

に取
と

り組
く

みます。 
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○就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
エーがた

事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

の適正化
てきせいか

に取
と

り組
く

みます。 

○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

の参入
さんにゅう

の促進
そくしん

に取
と

り組
く

みます。 

○障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス指導員
しどういん

による，生産
せいさん

活動
かつどう

及
およ

び就労
しゅうろう

支援
し え ん

についての助言
じょげん

・指導
し ど う

を行
おこな

いま

す。 

○東部
と う ぶ

地域
ち い き

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
せ ん た ー

等
とう

と連携
れんけい

して，就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

，就 労 中
しゅうろうちゅう

の

支援
し え ん

，離職後
りしょくご

の支援
し え ん

など，利用者
りようしゃ

の状 況
じょうきょう

，ライフステージに応
おう

じた支援
し え ん

を進
すす

めます。 
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【４】障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

等
とう

 

（１）児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターの提供
ていきょう

体制
たいせい

を維持
い じ

する。 

（２）保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

が利用
り よ う

できる事業所数
じぎょうしょすう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。 

（３）主
おも

に重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

に対応
たいおう

した事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

 

２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）末
まつ

までに主
おも

に 重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

を７か所
しょ

以上
いじょう

，放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業所
じぎょうしょ

を１１か所
しょ

以上
いじょう

にする。 

（４）医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

のための協議
きょうぎ

の場
ば

及
およ

びコーディネーター 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

が適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けられるように，保健
ほ け ん

，医療
いりょう

，障
しょう

がい福祉
ふ く し

，保育
ほ い く

，教育
きょういく

等
とう

の

関
かん

係者
けいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

及
およ

びコーディネーターを活用
かつよう

する。 

 

 2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

（１）児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターの設置数
せ っ ち す う

 5か所
し ょ

 5か所
し ょ

 

（２）保育所
ほ い く し ょ

等
と う

訪問
ほうもん

支援
し え ん

を利用
り よ う

できる体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 充実
じゅうじつ

 充実
じゅうじつ

 

（３）主
おも

に重症
じゅうしょう

心
しん

身
しん

障
しょう

がい児
じ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の設置数
せ っ ち す う

 
6か所

し ょ

 7か所
し ょ

 

（４）主
おも

に重症
じゅうしょう

心
しん

身
しん

障
しょう

がい児
じ

を支援
し え ん

する放課後
ほ う か ご

等
と う

デ

イサービス支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の設置数
せ っ ち す う

 
8か所

し ょ

 11か所
し ょ

 

（５）医療的
い り ょ う てき

ケア児
じ

支援
し え ん

のための保健
ほ け ん

，医療
い り ょ う

，障
しょう

がい

福祉
ふ く し

，保育
ほ い く

，教育
きょういく

等
と う

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

を図
はか

るため

の協議
きょ う ぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

設置
せ っ ち

 設置
せ っ ち

 

（６）医療的
い り ょ う てき

ケア児
じ

等
と う

に関
かん

するコーディネーターの

配置
は い ち

 
配置
は い ち

 配置
は い ち

 

※２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 
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○児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターを中核
ちゅうかく

として，障
しょう

がい児
じ

の重層的
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

を図
はか

ります。 

○保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

を利用
り よ う

し，障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と保育所
ほいくしょ

等
とう

の連携
れんけい

を図
はか

ります。 

○重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

らせるよう，サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

り

ます。 

○医療的
いりょうてき

ケア児
じ

については，「福山市
ふくやまし

慢性
まんせい

疾病
しっぺい

児童
じ ど う

等
とう

地域
ち い き

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」において，支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

を検討
けんとう

します。 
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 【５】その他
た

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

等
とう

 

（１） ２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）末
まつ

までに，相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

等
とう

に向
む

けた取組
とりくみ

を行
おこな

う。 

（２） ２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）末
まつ

までに，サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るための取組
とりくみ

を進
すす

め

る。 

 

○相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と他
た

職種
しょくしゅ

が連携
れんけい

するための取組
とりくみ

を支援
し え ん

します。 

○関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して，相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の確保
か く ほ

と質
しつ

向上
こうじょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

○職員
しょくいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

を図
はか

るための研修
けんしゅう

等
とう

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

○適切
てきせつ

な支給
しきゅう

決定
けってい

を行
おこな

う観点
かんてん

から，セルフプランの質
しつ

向上
こうじょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 
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第
だい

３章
しょう

 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の見込量
みこみりょう

及
およ

び見
み

込量
こみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

 

【１】訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

訪問
ほうもん

系
けい

サービスは，障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）が在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を継続
けいぞく

するうえで欠
か

かせないものです。近年
きんねん

は，障
しょう

がい特性
とくせい

や生活
せいかつ

実態
じったい

に応
おう

じた支援
し え ん

や，たん吸引
きゅういん

や経管
けいかん

栄養
えいよう

の処置
し ょ ち

といった医療的
いりょうてき

ケア

に対
たい

する支援
し え ん

など，より専門性
せんもんせい

の高
たか

いサービス提供
ていきょう

が求
もと

められています。 

その一方
いっぽう

で事業所
じぎょうしょ

アンケートによると，人材
じんざい

不足
ぶ そ く

のため従 業 員
じゅうぎょういん

の確保
か く ほ

が困難
こんなん

であり，必要
ひつよう

と

されているニーズに対応
たいおう

できていないとの声
こえ

が寄
よ

せられています。 

引
ひ

き続
つづ

き，住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

することができるよう，必要
ひつよう

なニーズに対応
たいおう

する

ことができる体制
たいせい

が求
もと

められています。 

 

●実績
じっせき

と見込
み こ

み●                   (  )内
ない

は第
だい

５期
き

計画
けいかく

における見込量
みこみりょう

（以下
い か

同様
ど う よ う

） 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

居宅
き ょ た く

介護
か い ご

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
951 944 932 

963 982 1,002 
(1,022) (1,066) (1,112) 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 
12,240 12,257 12,399 

12,502 12,752 13,007 
(13,261) (13,898) (14,565) 

重度
じ ゅ う ど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
17 17 20 

21 22 23 
(26) (28) (30) 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 
2,728 3,151 3,667 

3,850 4,034 4,217 
(2,878) (3,099) (3,320) 

同行
ど う こ う

援護
え ん ご

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
123 126 127 

130 133 136 
(133) (143) (153) 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 
1,717 1,605 1,556 

1,586 1,618 1,652 
(1,829) (1,967) (2,104) 

行動
こ う ど う

援護
え ん ご

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
140 119 108 

123 148 153 
(143) (153) (162) 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 
1,864 1,548 1,399 

1,602 1,805 2,009 
(1,919) (2,053) (2,173) 
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サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

重度
じ ゅ う ど

障
しょう

がい者
しゃ

 

等
と う

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
0 0 0 

1 1 1 
(1) (1) (1) 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 
0 0 0 

171 171 171 
(171) (171) (171) 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょ う

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
569 452 451 

461 471 481 
(592) (611) (631) 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 
4,907 3,777 3,620 

3,700 3,780 3,860 
(4,786) (4,939) (5,097) 

合
ご う

 計
けい

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
1,800 1,658 1,618 

1,699 1,757 1,796 
(1,917) (2,002) (2,059) 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 
23,456 22,338 22,641 

23,411 24,160 24,916 
(24,844) (26,127) (27,430) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき

 

 

 

●見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

● 

○福祉
ふ く し

・介護
か い ご

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

・定着
ていちゃく

に向
む

けた取組
とりくみ

を関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して進
すす

めるために設置
せ っ ち

さ

れた福山市
ふくやまし

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

人材
じんざい

確保
か く ほ

等
とう

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に参画
さんかく

する中
なか

で，福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

に取
と

り組
く

み

ます。 

○関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して，より専門性
せんもんせい

の高
たか

い人材
じんざい

の育成
いくせい

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

○医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な人
ひと

や重度
じゅうど

心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

が，必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられるよう，提供
ていきょう

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 
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【２】日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

によると，「 働
はたら

いている」と回答
かいとう

した人
ひと

は４０．

８パーセントとなっています。このうち「福祉
ふ く し

施設
し せ つ

・作業所
さぎょうしょ

などで働
はたら

いている」と回答
かいとう

した人
ひと

の３１．３パーセントが一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

しています。 

「働
はたら

いていない」と回答
かいとう

した人の３８．３パーセントが「日中
にっちゅう

自宅
じ た く

で過
す

ごしている」と回答
かいとう

しており，４２．５パーセントが「働
はたら

くことは考
かんが

えていない」と回答
かいとう

しています。 

福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の賃金
ちんぎん

や工賃
こうちん

については，２０１８年度
ね ん ど

（平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

）までは増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり

ましたが，新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の感染
かんせん

拡大
かくだい

による生産
せいさん

活動
かつどう

収 入
しゅうにゅう

の減少
げんしょう

により，利用者
りようしゃ

の賃金
ちんぎん

や工賃
こうちん

の支払
し は ら

いに影響
えいきょう

が生
しょう

じています。 

引
ひ

き続
つづ

き，障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため，日中
にっちゅう

生活
せいかつ

の場
ば

を確保
か く ほ

する必要
ひつよう

があります。

また，新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の感染
かんせん

拡大
かくだい

等
とう

の影響
えいきょう

により，生産
せいさん

活動
かつどう

が停滞
ていたい

し減収
げんしゅう

となっ

た就労
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

の再起
さ い き

に向
む

けた取組
とりくみ

を支援
し え ん

し，福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ることが求
もと

めら

れます。併
あわ

せて，一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する障
しょう

がい者
しゃ

を支援
し え ん

するとともに，就労後
しゅうろうご

の職場
しょくば

定着
ていちゃく

に向
む

けた取組
とりくみ

を行
おこな

う必要
ひつよう

があります。 

また，優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

，企業
きぎょう

等
とう

への障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

促進
そくしん

に向
む

けた啓発
けいはつ

や，障
しょう

がい者
しゃ

を雇用
こ よ う

する際
さい

の支援
し え ん

に引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があります。 

 

●実績
じっせき

と見込
み こ み

● 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 
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生活
せいかつ

介護
か い ご

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
1,022 1,031 1,045 

1,068 1,084 1,101 
(1,072) (1,130) (1,193) 

日数
にっすう

/月
つき

 
20,858 21,235 21,596 

22,032 22,463 22,903 
(22,852) (24,102) (25,441) 

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
1 0 0 

1 1 1 
(1) (1) (1) 

日数
にっすう

/月
つき

 
19 0 0 

23 23 23 
(23) (23) (23) 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
27 29 32 

35 38 41 
(37) (40) (43) 

日数
にっすう

/月
つき

 
509 719 788 

794 865 943 
(837) (904) (972) 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
43 47 51 

55 60 65 
(71) (76) (83) 

日数
にっすう

/月
つき

 
697 849 963 

1,129 1,328 1,438 
(1,131) (1,217) (1,338) 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ
エー

型
がた

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
319 293 277 

279 281 283 
(380) (370) (360) 

日数
にっすう

/月
つき

 
6,464 6,000 5,721 

5,763 5,804 5,845 
(7,676) (7,474) (7,272) 

就労
しゅうろう

継続
けいぞ く

支援
し え ん

Ｂ
ビー

型
がた

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
1,169 1,162 1,152 

1,204 1,217 1,230 
(1,113) (1,146) (1,179) 

日数
にっすう

/月
つき

 
19,283 19,888 20,017 

21,164 21,853 22,565 
(19,739) (20,470) (21,223) 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
1 4 4 

15 26 38 
(10) （20） (30) 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
83 85 84 

86 87 88 
(87) (88) (89) 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（福祉型
ふ く し が た

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
241 225 212 

259 266 273 
(243) (253) (263) 

日数
にっすう

/月
つき

 
2,089 1,909 1,591 

2,164 2,191 2,219 
(1,989) (2,071) (2,153) 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（医療型
い りょ うがた

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
22 15 12 

25 26 28 
(23) (24) (25) 

日数
にっすう

/月
つき

 
84 56 48 

87 91 95 
(81) (84) (88) 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
1 2 2 

3 4 6 
(5) (5) (5) 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

） 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
347 

(372) 

329 

(377) 

268 

(382) 
353 356 358 

日数
にっすう

/月
つき

 
1,645 

(1,652) 

1,582 

(1,674) 

1,258 

(1,696) 
1,667 1,677 1,686 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）
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は６月分
がつぶん

の実績
じっせき

 

 

 

●見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

● 

○必要
ひつよう

に応
おう

じて日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を利用
り よ う

できるよう，提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

○一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をすることが 難
むずか

しい 障
しょう

がい者
しゃ

に， 障
しょう

がいの特性
とくせい

や利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

に合
あ

わ

せた福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

や日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

が提
てい

供
きょう

されるよう努
つと

めます。 

○福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

に基
もと

づき， 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス

事業所
じぎょうしょ

等
とう

への優先
ゆうせん

発注
はっちゅう

を進
すす

め，安定
あんてい

した収 入
しゅうにゅう

の確保
か く ほ

と雇用
こ よ う

の創出
そうしゅつ

を図
はか

ります。 

○新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の感染
かんせん

拡大
かくだい

等
とう

の影響
えいきょう

により，生産
せいさん

活動
かつどう

が停滞
ていたい

し減収
げんしゅう

となった

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

の再起
さ い き

に向
む

けた取組
とりくみ

を支援
し え ん

します。 

○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

の機能
き の う

強化
きょうか

に取
と

り組
く

みます。 

○就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
エーがた

事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

適正化
てきせいか

に取
と

り組
く

みます。 

○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

の参入
さんにゅう

の促進
そくしん

に取
と

り組
く

みます。 

○東部
と う ぶ

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター等
とう

と連携
れんけい

して，就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

，就 労 中
しゅうろうちゅう

の

支援
し え ん

，離職後
りしょくご

の支援
し え ん

など，利用者
りようしゃ

の状 況
じょうきょう

，ライフステージに応
おう

じた支援
し え ん

を進
すす

めます。 

○障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス指導員
しどういん

による，生産
せいさん

活動
かつどう

及
およ

び就労
しゅうろう

支援
し え ん

について助言
じょげん

・指導
し ど う

を行
おこな

うとと

もに，備後
び ん ご

圏域
けんいき

連携
れんけい

中枢
ちゅうすう

都市圏
と し け ん

の関係
かんけい

市町
し ま ち

と連携
れんけい

し，サービス内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

め

ます。 
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【３】居住
きょじゅう

系
けい

サービス 

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

については，２０２３年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）末
まつ

までに２２人
にん

を地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

させることとしています。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

によると，地域
ち い き

で暮
く

らすための支援
し え ん

として，「必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービスが適切
てきせつ

に利用
り よ う

できること」（２８．５パーセント），「相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

」（２

３．９パーセント），「障
しょう

がいのある人
ひと

に適
てき

した住
す

まいの確保
か く ほ

」（２３．７パーセント）が求
もと

め

られており，地域
ち い き

においてこれらの体制
たいせい

を構築
こうちく

する必要
ひつよう

があります。 

これまでも，施設
し せ つ

や病院
びょういん

から地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

する人
ひと

の住
す

まいの場
ば

として，グループホームを

整備
せ い び

してきたところです。引
ひ

き続
つづ

き，地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を推進
すいしん

するための施設
し せ つ

基盤
き ば ん

を確保
か く ほ

する

必要
ひつよう

があります。 

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

グループホーム 

（共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

） 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
453 464 493 

514 536 560 
(425) (439) (453) 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
358 355 349 

348 347 346 
(364) (362) (359) 

福祉
ふ く し

ホーム 

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

） 
利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
9 9 7 

10 10 10 
(10) (10) (10) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき
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●見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

● 

○日中
にっちゅう

サービス支援型
しえんがた

グループホームの整備
せ い び

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

○グループホームの利用
り よ う

促進
そくしん

にあたり，グループホームの体験
たいけん

利用
り よ う

等
とう

を通
つう

じて円滑
えんかつ

な利用
り よ う

につ

ながるよう，相談
そうだん

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

○入居
にゅうきょ

支援
し え ん

及
およ

び緊
きん

急時
きゅうじ

の相談
そうだん

，関係
かんけい

機関
き か ん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

う住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

等
とう

支援
し え ん

事業
じぎょう

（居住
きょじゅう

サ

ポート支援
し え ん

）を推進
すいしん

します。 
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【４】相談
そうだん

支援
し え ん

 

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

によると，サービスを利用
り よ う

しやすくするために必要
ひつよう

なことについて，「どのようなサービスがあるのか詳
くわ

しい情報
じょうほう

を提供
ていきょう

してほしい」（４１．

９パーセント）が挙
あ

げられています。 

一方
いっぽう

で，事業所
じぎょうしょ

からは利用者
りようしゃ

の増加
ぞ う か

により相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の負担増
ふたんぞう

の声
こえ

が寄
よ

せられています

また，相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

だけでは対応
たいおう

できないケースも増
ふ

えています。現在
げんざい

，福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の相談
そうだん

支援
し え ん

部会
ぶ か い

において，市内
し な い

を５ブロックに分
わ

け，相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と他
た

職種
しょくしゅ

が

連携
れんけい

するための取組
とりくみ

が進
すす

められています。 

 

●実績
じっせき

と見込
み こ み

● 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
622 668 733 

789 845 901 
(481) (503) (526) 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
0 0 0 

3 3 3 
(3) (3) (3) 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
6 5 6 

10 12 15 
(4) (4) (4) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

 

●見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

● 

○相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と他
た

職種
しょくしゅ

が連携
れんけい

するための取組
とりくみ

を支援
し え ん

します。 

○関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して，相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の確保
か く ほ

と質
しつ

向上
こうじょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 
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【５】障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

障
しょう

がい児
じ

（１８歳
さい

未満
み ま ん

）アンケート調査
ちょうさ

によると，障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

サービスなどの利用
り よ う

の有無
う む

について，「支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けており，利用
り よ う

している」の割合
わりあい

が７５．７パーセントとなってい

ます。発達障
はったつしょう

がいの診断
しんだん

を受
う

けている児童
じ ど う

についても，８１．６パーセントが「支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けており，利用
り よ う

している」と回答
かいとう

しており，支援
し え ん

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

に対
たい

する療育
りょういく

の提供
ていきょう

は概
おおむ

ね行
おこな

われていると考
かんが

えられます。 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスについては，学校
がっこう

における支援
し え ん

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

の増加
ぞ う か

に比例
ひ れ い

し，こ

れまでも計画値
けいかくち

を上回
うわまわ

る実績
じっせき

となっています。 

一方
いっぽう

で障
しょう

がい児
じ

（１８歳
さい

未満
み ま ん

）アンケート調査
ちょうさ

によると，通所先
つうしょさき

で充実
じゅうじつ

してほしいことに

ついて，「子
こ

どもの障
しょう

がい特性
とくせい

や発達
はったつ

に合
あ

わせた支援
し え ん

」（７０．３パーセント）が求
もと

められて

おり，引
ひ

き続
つづ

き関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

り，利用
り よ う

児童
じ ど う

に応
おう

じた療育
りょういく

の提供
ていきょう

や支給
しきゅう

決定
けってい

を行
おこな

うなど，

質
しつ

の確保
か く ほ

に向
む

けた取組
とりくみ

を行
おこな

う必要
ひつよう

があります。 

 

●実績
じっせき

と見込
み こ み

● 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
898 927 840 

972 1,014 1,043 
(897) (922) (948) 

日数
にっすう

/月
つき

 
5,999 6,301 7,536 

7,145 7,700 8,185 
(5,408) (5,559) (5,716) 

医療型
い りょ うがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
20 21 17 

21 22 22 
(19) (19) (19) 

日数
にっすう

/月
つき

 
116 110 115 

102 116 116 
(131) (131) (131) 

 

 



 

148 

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

放課後
ほ う か ご

等
と う

 

デイサービス 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
1,700 1,825 2,047 

2,247 2,397 2,497 
(1,543) (1,668) (1,793) 

日数
にっすう

/月
つき

 
17,051 17,994 21,887 

24,036 25,641 26,711 
(13,087) (14,148) (15,208) 

保育所
ほ い く し ょ

等
と う

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
45 23 40 

45 50 55 
(31) (36) (40) 

日数
にっすう

/月
つき

 
53 21 48 

58 64 71 
(31) (36) (40) 

居宅
き ょ た く

訪問型
ほうもんがた

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
0 0 0 

2 2 2 
(2) (2) (2) 

日数
にっすう

/月
つき

 
0 0 0 

8 8 8 
(8) (8) (8) 

医療的
い り ょ う てき

ケア児
じ

に対
たい

する関連
かんれん

分野
ぶ ん や

の

支援
し え ん

を調整
ちょうせい

するコ

ーディネーター

配置数
は い ち す う

 

人
にん

 

2 9 10 

11 12 13 
(1) (1) (1) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき

 

※コーディネーター配置数
はいちすう

は，２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０

年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

●見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

● 

○障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の質
しつ

向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

○放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスについて，引
ひ

き続
つづ

き関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し適正化
てきせいか

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。

取組
とりくみ

の結果
け っ か

，必要量
ひつようりょう

が供 給 量
きょうきゅうりょう

を下回
したまわ

る場合
ば あ い

には，総量
そうりょう

規制
き せ い

の導入
どうにゅう

を検討
けんとう

します。 

○医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な児童
じ ど う

が必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられるよう，福祉
ふ く し

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

に努
つと

めます。 

 

 



 

149 

 

【６】障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

障
しょう

がい児
じ

（１８歳
さい

未満
み ま ん

）アンケート調査
ちょうさ

によると，相談先
そうだんさき

に望
のぞ

むことについて，「年齢
ねんれい

や状 況
じょうきょう

などに応
おう

じた情報
じょうほう

を提供
ていきょう

してくれること」（５５．６パーセント）が挙
あ

げられています。 

次
つ

いで「障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じて専門
せんもん

の相談
そうだん

ができること」（５３．７パーセント），「１か所
しょ

で

すべての相談
そうだん

ができること」（４１．３パーセント），「どんな相談
そうだん

にも対応
たいおう

できること」（３

４．４パーセント）が挙
あ

げられており，相談
そうだん

ニーズに対応
たいおう

することのできる質
しつ

の高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

が求
もと

められています。 

一方
いっぽう

で事業所
じぎょうしょ

からは，相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と同様
どうよう

に，利用者
りようしゃ

の増加
ぞ う か

により相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の負担増
ふたんぞう

の声
こえ

が寄
よ

せられています。 

 

●実績
じっせき

と見込
み こ み

● 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
327 335 375 

425 467 511 
(255) (278) (303) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

●見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

● 

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して，相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の確保
か く ほ

と質
しつ

向上
こうじょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 
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【７】障
しょう

がい児
じ

の子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

等
とう

 

 

●現状
げんじょう

と課題
か だ い

● 

障
しょう

がい児
じ

の子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

については，関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

や情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を図
はか

る中
なか

で，支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

することが必要
ひつよう

です。 

その一方
いっぽう

で事業所
じぎょうしょ

アンケートによると，放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスにおいて学校
がっこう

との連携
れんけい

は進
すす

ん

でいるものの，放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブとの連携
れんけい

は進
すす

んでいないとの声
こえ

が寄
よ

せられています。 

関係
かんけい

機関
き か ん

相互
そ う ご

の連携
れんけい

を促進
そくしん

させることで支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

し，地域
ち い き

での対応力
たいおうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

る

必要
ひつよう

があります。 

 

●実績
じっせき

と見込
み こ み

●                    

種別
しゅべつ

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

必要
ひつよ う

な 

見込量
みこ み り ょ う

 

保育所
ほ い く し ょ

 児童数
じ ど う す う

 
587 448 266 

380 370 360 360 
（455） （450） （445） 

認定
にんてい

こども園
えん

 児童数
じ ど う す う

 
200 236 195 

240 250 260 260 
（75） （80） （85） 

幼稚園
よ う ち え ん

 

（公立
こ う り つ

） 
児童数
じ ど う す う

 

64 71 40 
60 60 60 60 

（52） （52） （52） 

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

 

クラブ 
児童数
じ ど う す う

 
364 401 443 

450 450 450 450 
（400） （420） （440）  

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は９月
がつ

末
まつ

の実績
じっせき

。ただし，放課後
ほ う か ご

児童
じどう

クラブは，各年度
かくねんど

７月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

の実績
じっせき

。 

※保育所
ほいくしょ

，認定
にんてい

こども園
えん

，幼稚園
ようちえん

（公立
こうりつ

）は，障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持
しょじ

又
また

は医師
い し

の診断
しんだん

を受
う

けている児童数
じどうすう

。放課後
ほ う か ご

児童
じどう

クラブは，特別
とくべつ

支援
しえん

学 級
がっきゅう

に通
かよ

っている児童数
じどうすう

。 
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●見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

● 

○関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を促進
そくしん

する中
なか

で支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

し，地域
ち い き

での対応力
たいおうりょく

向上
こうじょう

を図
はか

る取
と

り組
く

み

を進
すす

めます。 
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 【８】その他
た

の活動
かつどう

指標
しひょう

 

１ 発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

等
とう

に対
たい

する支援
し え ん

 

発達障
はったつしょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
し え ん

のためには，本人
ほんにん

やその家族
か ぞ く

等
とう

へのきめ細
こま

かな支援
し え ん

が重要
じゅうよう

です。保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

が発達障
はったつしょう

がいの特性
とくせい

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

し，その対応
たいおう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

や方法
ほうほう

を身
み

に付
つ

け，

適切
てきせつ

な対応
たいおう

ができるようペアレントプログラムやペアレントトレーニングなど，発達障
はったつしょう

がいへ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ることが必要
ひつよう

です。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

によると，他
ほか

の障
しょう

がい者
しゃ

の悩
なや

みなどを聞
き

く取組
とりくみ

に

対
たい

して３９．９パーセントが参加
さ ん か

への意向
い こ う

を示
しめ

しており，今後
こ ん ご

，ピアサポート活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

も必要
ひつよう

となっています。また，発達障
はったつしょう

がいを早期
そ う き

かつ正確
せいかく

に診断
しんだん

し，適切
てきせつ

な発達
はったつ

支援
し え ん

を行
おこな

う必要
ひつよう

が

あることから，発達障
はったつしょう

がいの診断
しんだん

等
とう

を専門的
せんもんてき

に行
おこな

うことができる医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

を確保
か く ほ

していく

ことも必要
ひつよう

です。 

 

●見込量
みこみりょう

● 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2021年度

ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

ペアレントトレーニングやペアレントプ

ログラム等
と う

の支援
し え ん

プログラム等
と う

の

受講者数
じ ゅ こ う し ゃすう

 

人
にん

 5 6 7 

ペアレントメンターの人数
にんずう

 人
にん

 13 14 15 

ピアサポートの活動
かつどう

への参加
さ ん か

人数
にんずう

 人
にん

 1 2 3 
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２ 精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

 

精神障
せいしんしょう

がい者
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

らしく暮
く

らすことができるよう，医療
いりょう

，障
しょう

がい福祉
ふ く し

・介護
か い ご

，住
す

まい，社会
しゃかい

参加
さ ん か

（就労
しゅうろう

），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

「精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

」に向
む

けた体制
たいせい

づくりが必要
ひつよう

です。そ

のため，保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

の活性化
かっせいか

に向
む

けた取組
とりくみ

を始
はじ

め，入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
とう

か

ら地域
ち い き

への移行
い こ う

，地域
ち い き

での定着
ていちゃく

支援
し え ん

などを推進
すいしん

します。 

 

●見込量
みこみりょう

● 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2021年度

ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

保健
ほ け ん

，医療
い り ょ う

及
およ

び福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

によ

る協議
きょ う ぎ

の場
ば

の開催
かいさい

回数
かいすう

 
回
かい

 0 1 2 

保健
ほ け ん

，医療
い り ょ う

及
およ

び福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

によ

る協議
きょ う ぎ

の場
ば

の関係者
かんけいしゃ

の参加者数
さ ん か し ゃ す う

 
人
にん

 0 26 52 

保健
ほ け ん

，医療
い り ょ う

及
およ

び福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

によ

る協議
きょ う ぎ

の場
ば

における目標
もくひょう

設定
せってい

及
およ

び

評価
ひょうか

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 

回
かい

 0 0 1 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 1 1 1 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 1 1 1 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 123 132 143 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 1 1 1 
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３ 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

相談
そうだん

支援
し え ん

は，様々
さまざま

なサービスを提供
ていきょう

する際
さい

の入
い

り口
ぐち

となる重要
じゅうよう

な事業
じぎょう

です。しかし，相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

においては，相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の不足
ふ そ く

や運営
うんえい

体制
たいせい

が脆弱
ぜいじゃく

な事業所
じぎょうしょ

も少
すく

なくありません。

そのため，総合的
そうごうてき

・専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

の実施
じ っ し

や地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

に向
む

けた取組
とりくみ

を着実
ちゃくじつ

に進
すす

めていく必要
ひつよう

があります。 

 

●見込量
みこみりょう

● 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2021年度

ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

障
しょう

がいの種別
しゅべつ

や各種
か く し ゅ

ニーズに対応
たいおう

できる総合的
そうごうてき

・専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

の

実施
じ っ し

 

実施
じ っ し

の

有無
う む

 
有
あ り

 有
あ り

 有
あ り

 

地域
ち い き

の相
そ う

談
だん

支
し

援
えん

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

する

訪問
ほうもん

等
と う

による専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

・助言
じょげん

件数
けんすう

 

件
けん

 168 192 216 

地域
ち い き

の相
そ う

談
だん

支
し

援
えん

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の人材
じんざい

育成
いくせい

の支援
し え ん

件数
けんすう

 
件
けん

 30 30 30 

地域
ち い き

の相
そ う

談
だん

支
し

援
えん

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

の取組
と り く み

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 
回
かい

 60 60 60 
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４ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の質
しつ

の向上
こうじょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

においては， 障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らして

いくために，「医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

等
とう

の経済的
けいざいてき

支援
し え ん

」（３７．４パーセント），「 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービ

スの充実
じゅうじつ

」（２３．７パーセント）が求
もと

められています。 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の充実
じゅうじつ

のために，職員
しょくいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

や意識
い し き

統一
とういつ

を図
はか

るための研修
けんしゅう

等
とう

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

し，質
しつ

向上
こうじょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

併
あわ

せて，適切
てきせつ

な支給
しきゅう

決定
けってい

を行
おこな

う観点
かんてん

から，セルフプランの質
しつ

向上
こうじょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

 

●見込量
みこみりょう

● 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2021年度

ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

都道府県
と ど う ふ け ん

が実施
じ っ し

する障
しょう

がい福祉
ふ く し

サ

ービス等
と う

に係
かか

る研修
けんしゅう

その他
た

の研修
けんしゅう

への市町
し ま ち

職員
しょくいん

の参加
さ ん か

人数
にんずう

 

人
にん

 10 10 10 

障
しょう

がい者
しゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

審査
し ん さ

支払
しはらい

等
と う

シス

テム等
と う

による審査
し ん さ

結果
け っ か

の分析
ぶんせき

，その

結果
け っ か

の活用
かつよう

，事業所
じ ぎ ょ う し ょ

や関係
かんけい

自治体
じ ち た い

等
と う

と共
きょう

有
ゆう

する体制
たいせい

の有無
う む

及
およ

びその

実施
じ っ し

回数
かいすう

 

体制
たいせい

の 

有無
う む

 
有
あ り

 有
あ り

 有
あ り

 

実施
じ っ し

回数
かいすう

 12 12 12 
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 【９】地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

１ 相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

本市
ほ ん し

では，基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー）を中核
ちゅうかく

として，地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

と

連携
れんけい

し，総合的
そうごうてき

・専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでいます。 

障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では，相談先
そうだんさき

に望
のぞ

むこととして，「１か所
しょ

ですべて

の相談
そうだん

ができること」が３４．４パーセントと最
もっと

も多
おお

くなっています。 

また，「どんな相談
そうだん

にも対応
たいおう

できること」「障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じて専門
せんもん

の相談
そうだん

ができること」

等
とう

も上
じょう

位
い

となっていることから，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

が求
もと

められています。 

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー）については，障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

では「知
し

らない」と回答
かいとう

した人
ひと

が６９．８パーセント，障
しょう

がい児
じ

（１８歳
さい

未満
み ま ん

）アンケート調査
ちょうさ

では「知
し

っている」と回答
かいとう

した人
ひと

が６８．７パーセントとなっており，年齢
ねんれい

によって差
さ

がみら

れます。引
ひ

き続
つづ

き，基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー）の周知
しゅうち

を始
はじ

め，ライフステージやニ

ーズに応
おう

じた総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の機能
き の う

強化
きょうか

を図
はか

ります。 

また，権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

センターについても，障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

で「知
し

ら

ない」と回答
かいとう

した人が８３．８パーセントとなっており，認知度
に ん ち ど

が低
ひく

い状 況
じょうきょう

です。介護者
かいごしゃ

の

高齢化
こうれいか

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」が社会
しゃかい

問題
もんだい

となっており，引
ひ

き続
つづ

き周知
しゅうち

や利用
り よ う

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

加
くわ

えて，障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センターと連携
れんけい

し，障
しょう

がい者
しゃ

への虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に向
む

けた啓発
けいはつ

活動
かつどう

を

始
はじ

め，早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

，養護者
ようごしゃ

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

みます。 

住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

等
とう

支援
し え ん

事業
じぎょう

（居住
きょじゅう

サポート支援
し え ん

）では，賃貸
ちんたい

契約
けいやく

による一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

に当
あ

た

って支援
し え ん

が必要
ひつよう

な障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

し，入居
にゅうきょ

支援
し え ん

や相談
そうだん

，関係
かんけい

機関
き か ん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

い，地域
ち い き
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生活
せいかつ

の支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

さらに， 障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

が，ピアサポーターとして地域
ち い き

の障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
か ぞ く

から不安
ふ あ ん

や

悩
なや

みの相談
そうだん

を受
う

け，支援
し え ん

機関
き か ん

や専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

等
とう

につなげるよう，引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

みます。 

 

相談
そうだん

支援
し え ん

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 か所数
し ょす う

 
1 1 1 

1 1 1 
(1) (1) (1) 

住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

等
と う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 

（居住
きょじゅう

サポート支援
し え ん

） 
か所数

し ょす う

 
1 1 1 

1 1 1 
(1) (1) (1) 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 
件数
けんすう

 
6 10 14 

14 15 16 
(8) (9) (10) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

関係
かんけい

機関
き か ん

が集
あつ

まり，地域
ち い き

課題
か だ い

の改善
かいぜん

に取
と

り組
く

むための協議
きょうぎ

の場
ば

として福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

を設置
せ っ ち

しています。 

協
きょう

議会
ぎ か い

の役割
やくわり

は， 

・相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の確認
かくにん

及
およ

び検証
けんしょう

 

・困難
こんなん

事例
じ れ い

への対応
たいおう

に関
かん

する協議
きょうぎ

 

・地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

によるネットワークの構築
こうちく

 

・地域
ち い き

課題
か だ い

についての情報
じょうほう

共有
きょうゆう

 

・地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の開発
かいはつ

と活用
かつよう

 

・障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための取組
とりくみ

に関
かん

する協議
きょうぎ
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であり，協
きょう

議会
ぎ か い

には，専門
せんもん

部会
ぶ か い

（相談
そうだん

支援
し え ん

部会
ぶ か い

，発達
はったつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

，就労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

，地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

，権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

部会
ぶ か い

），運営
うんえい

会議
か い ぎ

，ネットワーク会議
か い ぎ

を設
もう

けています。専門
せんもん

部会
ぶ か い

では課題
か だ い

別
べつ

に具体的
ぐたいてき

な方策
ほうさく

等
とう

の検討
けんとう

を行
おこな

い，運営
うんえい

会議
か い ぎ

では協
きょう

議会
ぎ か い

の総合
そうごう

調整
ちょうせい

や専門
せんもん

部会
ぶ か い

への指導
し ど う

・助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

っています。 

今後
こ ん ご

も，情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を進
すす

め，様々
さまざま

な地域
ち い き

資源
し げ ん

を生
い

かした障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

が進
すす

むよう体制
たいせい

づくり

に努
つと

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

相
そう

 談
だん

 支
し

 援
えん

 事
じ

 業
ぎょう

 

 

ネットワーク会議
か い ぎ

 

運営
うんえい

会議
か い ぎ

 専門
せんもん

部会
ぶ か い

 

課題
かだい

・ ニ ー ズ 

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

 

民生
みんせい

委員
い い ん

等
とう

 行
ぎょう

  政
せい

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

関係者
かんけいしゃ

 

教育
きょういく

機関
き か ん

 

サービス提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

 

企業
きぎょう

経済
けいざい

団体
だんたい

 

相談
そうだん

 
相談
そうだん

 相談
そうだん

 
相談
そうだん
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２ コミュニケーション支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

 

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

や視覚
し か く

に障
しょう

がいのある人
ひと

の意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

するため，日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

で必要
ひつよう

な手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

のコミュニケーション支援者
しえんしゃ

等
とう

を派遣
は け ん

します。 

また，手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

，要約
ようやく

筆記
ひ っ き

等
とう

の人材
じんざい

確保
か く ほ

のため講座
こ う ざ

を開催
かいさい

し，その養成
ようせい

にも引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

み

ます。 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

のコミュニケーション支援者
しえんしゃ

等
とう

の派遣
は け ん

については，制度
せ い ど

の周知
しゅうち

等
とう

に努
つと

め，

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

が適
てき

切
せつ

に支援
し え ん

を受
う

けられるよう努
つと

めます。 

 

実施
じ っ し

事業
じぎょう

 

○手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

，要約
ようやく

筆記
ひ っ き

，点訳
てんやく

のボランティアの養成
ようせい

 

○手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

のコミュニケーション支援者
しえんしゃ

の派遣
は け ん

 

○専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を行
おこな

う者
もの

の養成
ようせい

や派遣
は け ん

 

○ろうあ者
しゃ

等
とう

相談員
そうだんいん

（手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

）の配置
は い ち

 

○聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいや視覚障
しかくしょう

がいに対応
たいおう

した支援
し え ん

や情報
じょうほう

を提供
ていきょう

する地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センタ

ーの支援
し え ん

 

○ＩＴ
アイティー

技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

の推進
すいしん
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手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

，要約
ようやく

筆記
ひ っ き

，盲
もう

ろう者
しゃ

通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

，音訳
おんやく

，点訳
てんやく

，失語症者向
しつごしょうしゃむ

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

年間
ねんかん

利用
り よ う

人数
にんずう

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

手話
し ゅ わ

通訳
つうや く

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 
531 600 555 

580 590 600 
(510) (515) (520) 

要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 
45 47 48 

49 52 55 
(50) (53) (56) 

盲
も う

ろう者
しゃ

通訳
つうや く

・

介助員
かいじょいん

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 
80 86 78 

120 120 120 
(125) (125) (125) 

音訳
おんやく

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 
729 812 745 

745 745 745 
(715) (715) (715) 

点訳
てんやく

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 
76 78 79 

81 83 85 
(100) (100) (100) 

失語症者
し つごし ょ う し ゃ

向
む

け 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
し え ん し ゃ

 
利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 
- 0 0 

1 1 1 
- - - 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

・点訳
てんやく

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

養成
ようせい

講習
こうしゅう

年間
ねんかん

修了者数
しゅうりょうしゃすう

  

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

手話
し ゅ わ

通訳
つうや く

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

 
123 129 80 

120 120 120 
(100) (120) (140) 

要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

 
0 4 0 

10 10 10 
(10) (10) (10) 

要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

 
4 6 6 

10 10 10 
(10) (10) (10) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

専門性
せんもんせい

の高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を行
おこな

う者
もの

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

年間
ねんかん

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

 
5 7 7 

14 14 14 
(12) (12) (12) 

要約
よ う や く

筆
ひっ

記者
き し ゃ

 修了者数
しゅうりょうしゃすう

 24 1 1 1 1 1 
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(2) (2) (2) 

盲
も う

ろう者
しゃ

通訳
つうや く

・

介助員
かいじょいん

 
修了者数
しゅうりょうしゃすう

 
0 4 1 

1 1 1 
(1) (1) (1) 

失語症者
し つごし ょ う し ゃ

向
む

け 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
し え ん し ゃ

 
修了者数
しゅうりょうしゃすう

 
1 1 1 

1 1 1 
- - - 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

（コミュニケーション支援者
しえんしゃ

）年間
ねんかん

登録者数
とうろくしゃすう

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

手話
し ゅ わ

通訳
つうや く

 登録者数
と う ろ く し ゃす う

 
51 51 53 

55 57 59 
(52) (54) (56) 

要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

 登録者数
と う ろ く し ゃす う

 
63 71 71 

70 72 74 
(63) (64) (65) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 
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３ 日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

 

在宅
ざいたく

の障
しょう

がい者
しゃ

に，生活
せいかつ

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

につながる日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

を給付
きゅうふ

し，日常
にちじょう

生活
せいかつ

の質
しつ

の

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

引
ひ

き続
つづ

き，障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

時
じ

等
とう

に事業
じぎょう

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

  

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

（特殊
と く し ゅ

寝台
しんだい

・特殊
と く し ゅ

マット等
と う

） 
給付
きゅうふ

件数
けんすう

 
39 37 37 

38 38 39 
(34) (36) (38) 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

（屋内
おく ない

信号
しん ご う

装置
そ う ち

・入浴
にゅうよく

 

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

等
と う

） 

給付
きゅうふ

件数
けんすう

 

66 60 60 

62 64 66 
(62) (64) (66) 

在宅
ざいた く

療養
りょうよう

等
と う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

（たん吸引器
きゅ ういんき

・ネブライザー等
と う

） 
給付
きゅうふ

件数
けんすう

 
97 105 100 

98 102 105 
(123) (125) (127) 

情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

（ファックス・活字
か つ じ

読上
よ み あ

げ装置
そ う ち

等
と う

） 
給付
きゅうふ

件数
けんすう

 
74 55 55 

61 65 67 
(75) (77) (79) 

排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

（ストマ用具
よ う ぐ

） 
給付
きゅうふ

件数
けんすう

 
10,360 10,556 10,723 

10,728 10,794 10,829 
(10,321) (10,702) (11,097) 

住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

 給付
きゅうふ

件数
けんすう

 
11 9 12 

11 11 12 
(12) (12) (12) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 
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４ 移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

一人
ひ と り

で外出
がいしゅつ

することが困難
こんなん

な障
しょう

がい者
しゃ

に，外出
がいしゅつ

のための支援
し え ん

を行
おこな

うことにより，自立
じ り つ

し

た生活
せいかつ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

することを目的
もくてき

とします。 

引
ひ

き続
つづ

き，サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

（再掲
さいけい

） 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
569 452 451 

461 471 481 
（592） （611） （631） 

時間数
じ か ん す う

/月
つき

 
4,907 3,777 3,620 

3,700 3,780 3,860 
（4,786） （4,939） （5,097） 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき
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５ 地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 

創作
そうさく

活動
かつどう

や生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

，関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

，情報
じょうほう

提供
ていきょう

など，

障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

，日中
にっちゅう

活動
かつどう

の支援
し え ん

を進
すす

めます。 

本市
ほ ん し

では，創作
そうさく

活動
かつどう

，生産
せいさん

活動
かつどう

などの日中
にっちゅう

活動
かつどう

の機会
き か い

や相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

の提供
ていきょう

のほか，障
しょう

がい

種別
しゅべつ

に対応
たいおう

した情報
じょうほう

の提供
ていきょう

，音訳
おんやく

や点訳
てんやく

，ボランティアの養成
ようせい

や生活
せいかつ

訓練
くんれん

事業
じぎょう

など多様
た よ う

なサ

ービスの提供
ていきょう

に取
と

り組
く

みます。 

 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター  

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

 

センター 

か所数
し ょす う

 
4 4 5 

5 5 5 
(4) (4) (4) 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/日
にち

 
84 74 72 

90 90 90 
(88) (88) (88) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき
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６ 訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス 

重
じゅう

度
ど

身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため，自宅
じ た く

の浴室
よくしつ

での入浴
にゅうよく

や施設
し せ つ

に通所
つうしょ

しての

入浴
にゅうよく

が困難
こんなん

な人
ひと

に，入浴
にゅうよく

サービスを提供
ていきょう

し，清潔
せいけつ

の保持
ほ じ

・心身
しんしん

機能
き の う

の維持
い じ

を図
はか

ります。 

 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

 

サービス 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
9 11 10 

11 11 11 
（10） （10） （10） 

回数
かいすう

/月
つき

 
60 69 66 

70 70 70 
（55） （55） （55） 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき

 

 

７ 日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

日中
にっちゅう

において介護者
かいごしゃ

の休息
きゅうそく

や不在
ふ ざ い

のときに，見守
み ま も

りと日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を提供
ていきょう

します。この

サービスには機能
き の う

訓練
くんれん

や入浴
にゅうよく

介護
か い ご

などを行
おこな

う生活型
せいかつがた

のサービスもあります。 

引
ひ

き続
つづ

き，サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

（再掲
さいけい

） 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 

利用者数
り よ う し ゃ す う

/月
つき

 
347 329 268 

353 356 358 
（372） （377） （382） 

日数
にっすう

/月
つき

 
1,645 1,582 1,258 

1,667 1,677 1,686 
（1,652） （1,674） （1,696） 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は３月分
がつぶん

の実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）

は６月分
がつぶん

の実績
じっせき
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８ 障
しょう

がい児
じ

等
とう

療育
りょういく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

訪問
ほうもん

による療育
りょういく

指導
し ど う

，外来
がいらい

による専門的
せんもんてき

な療育
りょういく

相談
そうだん

・指導
し ど う

，保育所
ほいくしょ

や障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

の職員
しょくいん

への療育
りょういく

技術
ぎじゅつ

の指導
し ど う

等
とう

を実施
じ っ し

します。 

早期
そ う き

療育
りょういく

につながるよう，引
ひ

き続
つづ

きこども発達
はったつ

支援
し え ん

センター・保育所
ほいくしょ

・認定
にんてい

こども園
えん

・

幼稚園
ようちえん

・療育
りょういく

機関
き か ん

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

ります。 

 

障
しょう

がい児
じ

等
とう

療育
りょういく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

サービス種類
しゅるい

 単位
た ん い

 
2018年度

ね ん ど

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

2019年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

） 

2020年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

） 

2021年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

） 

2022年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

） 

2023年度
ね ん ど

 

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

） 

事業所数
じ ぎ ょ う し ょす う

 か所数
し ょす う

 6 6 6 6 6 6 

訪問
ほうもん

療育
りょういく

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 
284 241 320 

320 320 320 
（316） (318) (320) 

外来
がいらい

療育
りょういく

 利用者数
り よ う し ゃ す う

（延
のべ

） 
3,973 4,433 4,000 

4,020 4,040 4,060 
(3,900) （3,950） (4,000) 

※２０１８年度
ねんど

（平成
へいせい

３０年度
ねんど

），２０１９年度
ねんど

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

）は実績
じっせき

，２０２０年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）は見込
み こ

み 

 

９ その他
た

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

このほか次
つぎ

の事業
じぎょう

を地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

として実施
じ っ し

します。 

 

○理解
り か い

促進
そくしん

・研修
けんしゅう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

    ○自発的
じはつてき

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

○相談
そうだん

支援
し え ん

機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

      ○成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

法人
ほうじん

後見
こうけん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

○スポーツ・レクリエーション教室
きょうしつ

開催
かいさい

事業
じぎょう

 

 

 

 

 

 



 

167 

 

第
だい

５部
ぶ

 資料編
しりょうへん

 

【１】アンケート結果
け っ か

等
とう

の概要
がいよう

 

１ 市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

（１）障
しょう

がい者
しゃ

（１８歳
さい

以上
いじょう

）アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

の中
なか

で，主
おも

な項目
こうもく

について記載
き さ い

します。 

 

問
とい

 介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

，健康
けんこう

状態
じょうたい

についてお答
こた

えください。 

年齢
ねんれい

 回答数
かいとうすう

 ８１６ 

健康
けんこう

状態
じょうたい

 回答数
かいとうすう

 ８１６ 

介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

は  【年齢
ねんれい

】 

２９歳
さい

以下
い か

 ２．１パーセント 

３０歳
さい

代
だい

 ４．５パーセント 

４０歳
さい

代
だい

 １１．２パーセント 

５０歳
さい

代
だい

 ２１．０パーセント 

６０歳
さい

代
だい

 ２５．２パーセント 

７０歳
さい

以上
いじょう

 ３２．４パーセント です。 

６０歳
さい

以上
いじょう

合計
ごうけい

で５７．６パーセントを占
し

めています。 

 

 

 

 

 

 

2.1

4.5

11.2

21.0

25.2

32.4

3.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

29歳以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

全体(n=816)

（％）全体(n=816)
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健康
けんこう

状態
じょうたい

は  【健康
けんこう

状態
じょうたい

】 

健康
けんこう

である ５６．５パーセント 

健康
けんこう

に不安
ふ あ ん

がある ３８．２パーセント です。 

 

問
とい

 あなたは現在
げんざい

，どのように暮
く

らしていますか。 

問
とい

 今後
こ ん ご

，あなたはどのように暮
く

らしたいと思
おも

いますか。  

現在
げんざい

の生活
せいかつ

の場
ば

  回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

希望
き ぼ う

する暮
く

らし方
かた

 回答数
かいとうすう

 １，２５４  

現在
げんざい

の生活
せいかつ

の場
ば

は  【現在
げんざい

の生活
せいかつ

の場
ば

】 

自宅
じ た く

 アパートなどを含
ふく

む ８７．６パーセント 

グループホーム ４．２パーセント 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

 障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 ２．５パーセント 

病院
びょういん

に入院
にゅういん

 ２．３パーセント 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

 高齢者
こうれいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 １．３パーセント 

その他
た

 ０．８パーセント  

 

希望
き ぼ う

する暮
く

らし方
かた

は  【希望
き ぼ う

する暮
く

らし方
かた

】 

今
いま

のままでよい ６２．７パーセント 

家族
か ぞ く

と一緒
いっしょ

に暮
く

らしたい １５．２パーセント 

アパートなどで一人
ひ と り

暮
ぐ

らし ５．１パーセント 

グループホーム ３．８パーセント 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

 障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 ２．８パーセント 

56.5

38.2

5.3

0.0 20.0 40.0 60.0

健康である

健康に不安がある

無回答

（％）全体(n=816)

87.6

4.2

2.5

2.3

1.3

0.8

1.4

0.0 50.0 100.0

自宅（アパートなどを含む）

グループホーム

福祉施設（障がい者支援施設）

病院に入院

福祉施設（高齢者支援施設）

その他

無回答

（％）全体(N=1254)

62.7

15.2

5.1

3.8

2.8

1.4

2.6

6.5

0.0 40.0 80.0

今のままでよい

家族と一緒に暮らしたい

アパートなどで一人暮らし

グループホーム

福祉施設（障がい者支援施設）

福祉施設（高齢者支援施設）

その他

無回答

全体(N=1254)

（％）全体(N=1254)
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福祉
ふ く し

施設
し せ つ

 高齢者
こうれいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 １．４パーセント 

その他
た

 ２．６パーセント 

  

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「家族
か ぞ く

と一緒
いっしょ

に暮
く

らしたい」「グループホーム」，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「アパートなどで一人暮
ひ と り ぐ

らし」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 今後
こ ん ご

，あなたは，地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすために，どのような支援
し え ん

が必要
ひつよう

ですか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

地域
ち い き

で暮
く

らすために必要
ひつよう

な支援
し え ん

は  

経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

 ５１．２パーセント 

必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービスが適切
てきせつ

に利用
り よ う

できること ２８．５パーセント 

相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 ２３．９パーセント 

障
しょう

がいのある人
ひと

に適
てき

した住
す

まいの確保
か く ほ

 ２３．７パーセント 

緊急
きんきゅう

時
じ

に一時的
いちじてき

に過
す

ごせる場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

 １８．７パーセント 

在宅
ざいたく

で医療
いりょう

ケアなどが適切
てきせつ

に受
う

けられること １６．３パーセント  

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

で「在宅
ざいたく

で医療
いりょう

ケアなどが適切
てきせつ

に受
う

けられること」，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「緊急
きんきゅう

時
じ

に一時的
いちじてき

に過
す

ごせる場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

」，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

」

の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

 

51.2

28.5

23.9

23.7

18.7

16.3

0.0 20.0 40.0 60.0

経済的な負担の軽減

必要な在宅サービスが

適切に利用できること

相談支援の充実

障がいのある人に

適した住まいの確保

緊急時に一時的に

過ごせる場所の確保

在宅で医療ケアなどが

適切に受けられること

全体(N=1254)

（％）全体(N=1254)



 

170 

 

問
とい

 あなたが相談
そうだん

したいことは，どのようなことですか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

相談
そうだん

したいことは  

老後
ろ う ご

のこと ４３．７パーセント  

生活費
せいかつひ

や収 入
しゅうにゅう

のこと ４２．４パーセント 

体調
たいちょう

のこと ４０．６パーセント 

介助者
かいじょしゃ

の健康
けんこう

や体力
たいりょく

のこと ２４．３パーセント 

緊急
きんきゅう

時
じ

・災害
さいがい

時
じ

のこと ２３．７パーセント 

外出
がいしゅつ

・移動
い ど う

のこと ２１．２パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

  

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「緊急
きんきゅう

時
じ

・災害
さいがい

時
じ

のこと」「支援
し え ん

してくれる人
ひと

のこと」

の割合
わりあい

が高
たか

く， 精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「生活費
せいかつひ

や収 入
しゅうにゅう

のこと」「体調
たいちょう

のこと」「仕事
し ご と

・就 職
しゅうしょく

の

こと」「人間
にんげん

関係
かんけい

のこと」などほかの障
しょう

がいに比
くら

べ相談
そうだん

したいことが多岐
た き

にわたっています。 

 

問
とい

 あなたが相談
そうだん

するときに望
のぞ

むことは何
なに

ですか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

 

相談先
そうだんさき

に望
のぞ

むことは  

１か所
しょ

ですべての相談
そうだん

ができること ３４．４パーセント 

どんな相談
そうだん

にも対応
たいおう

できること ３１．６パーセント  

43.7

42.4

40.6

24.3

23.7

21.2

0.0 20.0 40.0 60.0

老後のこと

生活費や収入のこと

体調のこと

介助者の健康や体力のこと

緊急時・災害時のこと

外出・移動のこと

（％）全体(N=1254)

34.4

31.6

28.1

23.0

17.8

17.5

0.0 20.0 40.0

１か所ですべての相談ができること

どんな相談にも対応できること

障がい特性に応じて

専門の相談ができること

身近な地域で相談できること

年齢や状況などに応じた

情報を提供してくれること

24時間365日，緊急時など

いつでも相談できること

全体(N=1254)

（％）全体(N=1254)
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障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じて専門
せんもん

の相談
そうだん

ができること ２８．１パーセント  

身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で相談
そうだん

できること ２３．０パーセント 

年齢
ねんれい

や状 況
じょうきょう

などに応
おう

じた情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

してくれること １７．８パーセント 

２４時間
じ か ん

３６５日
にち

 緊急
きんきゅう

時
じ

などいつでも相談
そうだん

できること １７．５パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「２４時間
じ か ん

３６５日
にち

，緊急
きんきゅう

時
じ

などいつでも相談
そうだん

できるこ

と」，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じて専門
せんもん

の相談
そうだん

ができること」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

が

いに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 あなたは，基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー)を利用
り よ う

したことがありますか。 

回答数
かいとうすう

 １２５４ 

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー)の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

は  

利用
り よ う

したことがある １２．８パーセント 

利用
り よ う

したことはないが，知
し

っている １３．９パーセント 

知
し

らない ６９．８パーセント 

無回答
むかいとう

 ３．５パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

の認知率
にんちりつ

が約
やく

半数
はんすう

を占
し

め，ほかの障
しょう

がいを大
おお

きく上回
うわまわ

って

います。 

 

 

 

利用したことがある

12.8%

利用したことはないが，

知っている

13.9%

知らない

69.8%

無回答

3.5%

全体(N=1254)
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問
とい

 あなたは，権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

センターを利用
り よ う

したことがありますか。 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

センターの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

は  

利用
り よ う

したことがある ０．９パーセント 

利用
り よ う

したことはないが 知
し

っている １１．６パーセント 

知
し

らない ８３．８パーセント 

無回答
むかいとう

 ３．７パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「利用
り よ う

したことはないが，知
し

っている」の割合
わりあい

がほかの

障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 あなたは，現在
げんざい

働
はたら

いていますか。 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

現在
げんざい

の就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

は  

働
はたら

いている ４０．８パーセント 

働
はたら

いていない（またはできない） ５７．７パーセント 

無回答
むかいとう

 １．４パーセント 

  

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「 働
はたら

いている」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいを大
おお

きく上回
うわまわ

っ

ています。 

 

 

 

利用したことがある

0.9%

利用したことはないが，

知っている

11.6%

知らない

83.8%

無回答

3.7%

全体(N=1254)

注：「働いていない」は数値手入力。

働いている

40.8%

働いていない

（またはできない）

57.7%

無回答

1.4%

全体(N=1254)
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問
とい

 あなたは，一般
いっぱん

就労
しゅうろう

（一般
いっぱん

企業
きぎょう

などで働
はたら

く）をしたいと思
おも

いますか。 

回答数
かいとうすう

 １３１ 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

 作業所
さぎょうしょ

等
とう

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をしたいと思
おも

うかについては  

思
おも

う ３１．３パーセント 

思
おも

わない ６６．４パーセント 

無回答
むかいとう

 ２．３パーセント 

  

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「思
おも

う」の割合
わりあい

が５０．０パーセントとなっており，ほ

かの障
しょう

がいを大
おお

きく上回
うわまわ

っています。 

 

問
とい

 あなたは，日中
にっちゅう

を主
おも

にどのように過
す

ごしていますか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 ７２４ 

未就労者
みしゅうろうしゃ

における日中
にっちゅう

の主
おも

な過
す

ごし方
かた

については  

自宅
じ た く

で過
す

ごしている ３８．３パーセント  

家事
か じ

・育児
い く じ

をしている １４．６パーセント  

病院
びょういん

などのデイケアに通
かよ

っている １１．６パーセント 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

（障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

）に通
かよ

っている １０．２パーセント 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

や病院
びょういん

などで過
す

ごしている ９．３パーセント 

リハビリテーションを受
う

けている ８．４パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

思う

31.3%

思わない

66.4%

無回答

2.3%

全体(n=131)

38.3 

14.6 

11.6 

10.2 

9.3 

8.4 

0.0 20.0 40.0

自宅で過ごしている

家事・育児をしている

病院などのデイケア

に通っている

福祉施設（障がい者

施設）に通っている

入所施設や病院

などで過ごしている

リハビリテーション

を受けている

全体(n=724)

（％）全体(n=724)
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障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「福祉
ふ く し

施設
し せ つ

（障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

）に通
かよ

っている」，精神障
せいしんしょう

が

い者
しゃ

で「自宅
じ た く

で過
す

ごしている」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいを大
おお

きく上回
うわまわ

っています。 

 

問
とい

 あなたの，今後
こ ん ご

の就労
しゅうろう

の希望
き ぼ う

についてお答
こた

えください。 

回答数
かいとうすう

 ７２４ 

未就労者
みしゅうろうしゃ

における今後
こ ん ご

の就労
しゅうろう

意向
い こ う

については  

パート・アルバイトなどの非常勤
ひじょうきん

職員
しょくいん

・派遣
は け ん

職員
しょくいん

として働
はたら

きたい ７．２パーセント 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

・作業所
さぎょうしょ

などで働
はたら

きたい ５．４パーセント  

正社員
せいしゃいん

・正職員
せいしょくいん

として働
はたら

きたい ５．２パーセント  

自宅
じ た く

で働
はたら

きたい（自営業
じえいぎょう

など） ４．６パーセント 

その他
た

 ６．８パーセント 

働
はたら

くことは考
かんが

えていない ４２．５パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「福祉
ふ く し

施設
し せ つ

・作業所
さぎょうしょ

などで働
はたら

きたい」，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で

「正社員
せいしゃいん

・正職員
せいしょくいん

として働
はたら

きたい」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 現在
げんざい

，支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けているサービスをすべてお答
こた

えください。  

回答数
かいとうすう

 ３９０ 

支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けているサービスについては   

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 ４０．５パーセント 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 ２９．２パーセント  

7.2

5.4

5.2

4.6

6.8

42.5

0.0 20.0 40.0 60.0

パート・アルバイトなどの非常勤

職員・派遣職員として働きたい

福祉施設・作業所などで働きたい

正社員・正職員として働きたい

自宅で働きたい（自営業など）

その他

働くことは考えていない

全体(n=724)

（％）全体(n=724)
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居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ）２７．９パーセント 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ）２５．６パーセント 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ
ビー

型
がた

 ２２．８パーセント 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 ２０．８パーセント 

移動
い ど う

支援
し え ん

 １９．７パーセント 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 １９．２パーセント 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 グループホーム １３．３パーセント 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ
エー

型
がた

 ６．９パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

問
とい

 あなたが，今後
こ ん ご

新
あら

たに利用
り よ う

したいサービスはありますか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

新
あら

たに利用
り よ う

したいサービスについては 

移動
い ど う

支援
し え ん

 ４．５パーセント 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ
エー

型
がた

 ４．３パーセント 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ
ビー

型
がた

 ４．２パーセント 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 ４．２パーセント 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 グループホーム ４．１パーセント 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 ３．９パーセント 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 ３．７パーセント 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

・生活
せいかつ

訓練
くんれん

・宿泊型
しゅくはくがた

自立
じ り つ

訓練
くんれん

） ３．４パーセント 

40.5

29.2

27.9

25.6

22.8

20.8

19.7

19.2

13.3

6.9

0.0 25.0 50.0

計画相談支援

生活介護

居宅介護（ホームヘルプ）

短期入所（ショートステイ）

就労継続支援（Ｂ型）

日中一時支援

移動支援

行動援護

共同生活援助（グループホーム）

就労継続支援（Ａ型）

全体(n=390)

（％）全体(n=390)

※自立訓練（機能訓練，生活訓練，宿泊型自立訓練）
4.5

4.3

4.2

4.2

4.1

3.9

3.7

3.4

3.3

3.2

0.0 5.0 10.0

移動支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

自立生活援助

共同生活援助（グループホーム）

就労定着支援

就労移行支援

自立訓練（※）

居宅介護（ホームヘルプ）

生活介護

（％）全体(N=1254)
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居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ） ３．３パーセント 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 ３．２パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

  

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「行動
こうどう

援護
え ん ご

」「共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム）」「計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

」などの割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなっています。また，新
あら

たに利用
り よ う

したいサ

ービスについては「移動
い ど う

支援
し え ん

」が最
もっと

も多
おお

くなっています。 

 

問
とい

 今後
こ ん ご

 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスを利用
り よ う

しやすくするために どのようなことが必要
ひつよう

だと思いますか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

サービスを利用
り よ う

しやすくするために必要
ひつよう

なこととしては  

どのようなサービスがあるのか詳
くわ

しい情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

してほしい ４１．９パーセント 

申請
しんせい

や手続
て つ づ

きの方法
ほうほう

をわかりやすくしてほしい ２７．９パーセント 

自分
じ ぶ ん

に適切
てきせつ

なサービスをアドバイスしてほしい ２４．０パーセント 

障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた方法
ほうほう

で情報
じょうほう

を提供
ていきょう

してほしい ２０．７パーセント 

必要
ひつよう

な時
とき

にすぐに利用
り よ う

できるようにしてほしい ２０．３パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「必要
ひつよう

な時
とき

にすぐに利用
り よ う

できるようにしてほしい」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいを大
おお

きく上回
うわまわ

っています。 

 

 

 

 

 

41.9

27.9

24.0

20.7

20.3

0.0 25.0 50.0

どのようなサービスがあるのか

詳しい情報を提供してほしい

申請や手続きの方法を

わかりやすくしてほしい

自分に適切なサービスを

アドバイスしてほしい

障がいの特性に応じた方法で

情報を提供してほしい

必要な時にすぐに利用

できるようにしてほしい

（％）全体(N=1254)
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問
とい

 あなたの，近所
きんじょ

の人
ひと

や地域
ち い き

の人
ひと

との付
つ

き合
あ

いはどの程度
て い ど

ですか。 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

近所
きんじょ

の人
ひと

との付
つ

き合
あ

い程度
て い ど

については   

あいさつをする程度
て い ど

の人
ひと

がいる ３５．５パーセント  

ほとんど付
つ

き合
あ

いがない ２９．７パーセント 

世間話
せけんばなし

をする程度
て い ど

の人
ひと

がいる １５．２パーセント  

親
した

しく付
つ

き合
あ

っている人
ひと

がいる ９．８パーセント 

とても親
した

しく付
つ

き合
あ

っている人
ひと

がいる ４．５パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

や精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

で「ほとんど付
つ

き合
あ

いがない」の割合
わりあい

が約
やく

４割
わり

を占
し

め，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

に比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 あなたは，地域
ち い き

の祭
まつ

りや運動会
うんどうかい

など，行事
ぎょうじ

やイベントに参加
さ ん か

していますか。 

回答数
かいとうすう

 １，２５４                  【参加
さ ん か

状 況
じょうきょう

】 

地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

等
とう

への参加
さ ん か

状 況
じょうきょう

については  

参加
さ ん か

している ７．７パーセント 

時々
ときどき

参加
さ ん か

している １９．２パーセント 

参加
さ ん か

していない ６９．１パーセント 

無回答
むかいとう

 ４．０パーセント  

 

 

 

35.5

29.7

15.2

9.8

4.5

0.0 20.0 40.0

あいさつをする程度の人がいる

ほとんど付き合いがない

世間話をする程度の人がいる

親しく付き合っている人がいる

とても親しく付き合っている人がいる

（％）全体(N=1254)

参加している

7.7%

時々参加している

19.2%

参加していない

69.1%

無回答

4.0%

全体(N=1254)
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問
とい

 あなたは今後
こ ん ご

，地域
ち い き

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

したいですか。 

回答数
かいとうすう

 １，２５４                    【参加
さ ん か

意向
い こ う

】 

地域
ち い き

の活動
かつどう

への参加
さ ん か

意向
い こ う

については  

積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

したい ４．０パーセント 

内容
ないよう

によっては参加
さ ん か

したい ３７．１パーセント 

なるべく参加
さ ん か

したくない １５．９パーセント 

参加
さ ん か

したくない ３５．６パーセント 

無回答
むかいとう

 ７．４パーセント  

 

問
とい

 あなたが，地域
ち い き

の活動
かつどう

にもっと参加
さ ん か

しやすくなるためにはどのようなことが必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

しやすくなるために必要
ひつよう

なこととしては  

一緒
いっしょ

に活動
かつどう

を行
おこな

う仲間
な か ま

や団体
だんたい

，その活動
かつどう

に参加
さ ん か

するための情報
じょうほう

 ２１．８パーセント  

施設
し せ つ

利用料
りようりょう

の減免
げんめん

や活動費
かつどうひ

の助成
じょせい

などの経済的
けいざいてき

支援
し え ん

 １７．１パーセント 

施設
し せ つ

や公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

のバリアフリー化
か

 １４．８パーセント 

バリアフリーマップなど，障
しょう

がいに対応
たいおう

した情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や問合
といあわ

せ方法
ほうほう

の充実
じゅうじつ

 １０．８パ

ーセント 

芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

における，適切
てきせつ

な指導者
しどうしゃ

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

 ７．８パーセント 

スポーツ活動
かつどう

における，適切
てきせつ

な指導者
しどうしゃ

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

 ７．６パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

  

 

積極的に参加したい

4.0%

内容によっては

参加したい
37.1%

なるべく参加したくない

15.9%

参加したくない

35.6%

無回答

7.4%

全体(N=1254)
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障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

や精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

で「一緒
いっしょ

に活動
かつどう

を行
おこな

う仲間
な か ま

や団体
だんたい

，その

活動
かつどう

に参加
さ ん か

するための情報
じょうほう

」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 本市
ほ ん し

では，障
しょう

がいのある人
ひと

が自
みずか

らの体験
たいけん

に基
もと

づいて，同
おな

じ仲間
な か ま

である他
た

の障
しょう

がいのあ 

る人
ひと

の悩
なや

みなどを聞
き

くという取組
とりくみ

を推進
すいしん

しています。あなたは，この取組
とりくみ

に参加
さ ん か

してみたい 

と思
おも

いますか。 

 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

他
ほか

の障
しょう

がい者
しゃ

の悩
なや

みなどを聞
き

く取組
とりくみ

については  

参加
さ ん か

してみたいと思
おも

わない ４７．８パーセント 

具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

を聞
き

いたうえで参加
さ ん か

を検討
けんとう

してみたい ２９．０パーセント 

悩
なや

みなどを聞
き

いてもらう立場
た ち ば

で参加
さ ん か

してみたい ５．９パーセント 

悩
なや

みなどを聞
き

く立場
た ち ば

で参加
さ ん か

してみたい ５．０パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

や精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

では「悩
なや

みなどを聞
き

いてもらう立場
た ち ば

で参加
さ ん か

してみたい」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

21.8

17.1

14.8

10.8

7.8

7.6

0.0 10.0 20.0 30.0

一緒に活動を行う仲間や団体，

その活動に参加するための情報

施設利用料の減免や活動費

の助成などの経済的支援

施設や公共交通機関のバリアフリー化

バリアフリーマップなど，障がいに対応

した情報の提供や問合せ方法の充実

芸術・文化活動における，

適切な指導者や相談窓口

スポーツ活動における，

適切な指導者や相談窓口

全体(N=1254)

（％）全体(N=1254)

47.8

29.0

5.9

5.0

0.0 25.0 50.0

参加してみたいと思わない

具体的な内容を聞いたうえ

で参加を検討してみたい

悩みなどを聞いてもらう

立場で参加してみたい

悩みなどを聞く立場

で参加してみたい

（％）全体(N=1254)
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問
とい

 あなたは，障
しょう

がいがあることで差別
さ べ つ

を受
う

けたことがありますか。 

 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

差別
さ べ つ

を受
う

けた経験
けいけん

については  

ある １９．０パーセント 

少
すこ

しある ２１．９パーセント 

ない ５０．５パーセント 

無回答
むかいとう

 ８．７パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

や精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

，発達障
はったつしょう

がいの診断
しんだん

がある人
ひと

で「ある」

の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 あなたは，障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

を受
う

けた場合
ば あ い

の相談先
そうだんさき

を知
し

っていますか。 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

相談先
そうだんさき

については  

知
し

っている １１．９パーセント 

知
し

らない ７８．５パーセント 

無回答
むかいとう

 ９．６パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「知
し

らない」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなって

います。 

 

 

 

 

「ない」は数値手入力。ある

19.0%

少しある

21.9%
ない

50.5%

無回答

8.7%

全体(N=1254)

知っている

11.9%

知らない

78.5%

無回答

9.6%

全体(N=1254)
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問
とい

 あなたは，障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する 地域
ち い き

の人
ひと

の理解
り か い

は進
すす

んできたと思
おも

いますか。 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

地域
ち い き

の人
ひと

の理解
り か い

については  

かなり進
すす

んできた ４．５パーセント 

どちらかといえば進
すす

んできた ２２．６パーセント  

あまり進
すす

んできたとは思
おも

わない ３１．４パーセント 

進
すす

んでいない（変
か

わらない） ２９．３パーセント 

無回答
むかいとう

 １２．２パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「進
すす

んでいない」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいを大
おお

きく上回
うわまわ

っ

ています。 

 

 

問
とい

 あなたは，障
しょう

がいのある人
ひと

への市民
し み ん

の理解
り か い

を深
ふか

め，共
とも

に地域
ち い き

で支
ささ

え合
あ

って生活
せいかつ

していく 

ためには，どのようなことが必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

障
しょう

がい者
しゃ

への理解
り か い

を深
ふか

めるために必要
ひつよう

なこととしては  

障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

のための広報
こうほう

・啓発
けいはつ

の充実
じゅうじつ

 ２４．７パーセント  

参加
さ ん か

しやすい地域
ち い き

活動
かつどう

などの充実
じゅうじつ

 １８．７パーセント  

地域
ち い き

の人
ひと

との交流
こうりゅう

の機会
き か い

を増
ふ

やすこと １７．０パーセント  

地域
ち い き

や学校
がっこう

における人権
じんけん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 １６．７パーセント 

かなり進んできた

4.5%

どちらかといえば

進んできた

22.6%

あまり進んで

きたとは思わない

31.4%

進んでいない

（変わらない）
29.3%

無回答

12.2%

全体(N=1254)
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障
しょう

がいへの理解
り か い

を深
ふか

めるために活動
かつどう

する市民
し み ん

団体
だんたい

への支援
し え ん

 １５．１パーセント 

障
しょう

がいのある人
ひと

自身
じ し ん

がもっと積極的
せっきょくてき

に地域
ち い き

活動
かつどう

などに参加
さ ん か

すること １３．５パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の地域
ち い き

への開放
かいほう

などによる地域
ち い き

住民
じゅうみん

との

交流
こうりゅう

」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいを大
おお

きく上回
うわまわ

っています。 

 

問
とい

 あなたは，風水害
ふうすいがい

や火事
か じ

・地震
じ し ん

などの災害
さいがい

時
じ

に自力
じ り き

で避難
ひ な ん

できますか。 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

災害
さいがい

時
じ

に自力
じ り き

で避難
ひ な ん

することについては  

できる ３９．８パーセント 

できない ２５．０パーセント 

わからない ２８．６パーセント 

無回答
むかいとう

 ６．６パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

や知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「できない」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

24.7

18.7

17.0

16.7

15.1

13.5

0.0 10.0 20.0 30.0

障がい者理解のための

広報・啓発の充実

参加しやすい地域活動などの充実

地域の人との交流の機会を増やすこと

地域や学校における人権教育の充実

障がいへの理解を深めるために

活動する市民団体への支援

障がいのある人自身がもっと

積極的に地域活動などに参加すること

全体(N=1254)

（％）全体(N=1254)

できる

39.8%

できない

25.0%

わからない

28.6%

無回答

6.6%

全体(N=1254)
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問
とい

 風水害
ふうすいがい

や火事
か じ

・地震
じ し ん

などの災害
さいがい

時
じ

に困
こま

ると思
おも

うことは何
なん

ですか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 １，２５４（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

災害
さいがい

時
じ

に困
こま

ることについては  

投薬
とうやく

や治療
ちりょう

が受
う

けられないこと ５０．６パーセント  

安全
あんぜん

なところまで，迅速
じんそく

に避難
ひ な ん

することができないこと ４１．２パーセント  

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

において設備
せ つ び

（トイレなど）や生活
せいかつ

環境
かんきょう

に対
たい

する配慮
はいりょ

が受
う

けられないこと ３４．４

パーセント  

周囲
しゅうい

とコミュニケーションがとれないこと ２５．５パーセント 

被害
ひ が い

状 況
じょうきょう

，避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

などの情報
じょうほう

が入手
にゅうしゅ

できないこと ２１．１パーセント 

救助
きゅうじょ

を求
もと

めることができないこと １９．１パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

 

 

 

 

 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「救助
きゅうじょ

を求
もと

めることができないこと」，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で

「投薬
とうやく

や治療
ちりょう

が受
う

けられないこと」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

50.6

41.2

34.4

25.5

21.1

19.1

0.0 20.0 40.0 60.0

投薬や治療が受けられないこと

安全なところまで，迅速に

避難することができないこと

避難場所において設備（トイレなど）や生活

環境に対する配慮が受けられないこと

周囲とコミュニケーションがとれないこと

被害状況，避難場所などの

情報が入手できないこと

救助を求めることができないこと

全体(N=1254)

（％）全体(N=1254)
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問
とい

 あなたはふだん，スポーツをしていますか。 

回答数
かいとうすう

 １２５４ 

スポーツについては  

している １５．４パーセント 

していない ８０．５パーセント 

無回答
むかいとう

 ４．１パーセント 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，大
おお

きな差
さ

はみられません。 

 

問
とい

 あなたは，障
しょう

がいのある人
ひと

の福祉
ふ く し

に関
かん

する情報
じょうほう

を，どこから入手
にゅうしゅ

していますか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 １２５４ 

情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

経路
け い ろ

については   

県
けん

や市
し

からの通知
つ う ち

 ２４．３パーセント  

県
けん

や市
し

などの広報誌
こうほうし

・パンフレット ２０．７パーセント  

県
けん

や市
し

の窓口
まどぐち

 １７．８パーセント 

病院
びょういん

・薬局
やっきょく

 １７．２パーセント 

家族
か ぞ く

・友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 １６．２パーセント 

インターネット １１．３パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「福祉
ふ く し

施設
し せ つ

・サービス提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

」「相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

」，

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「病院
びょういん

・薬局
やっきょく

」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

している

15.4%

していない

80.5%

無回答

4.1%

全体(N=1254)

24.3

20.7

17.8

17.2

16.2

11.3

0.0 10.0 20.0 30.0

県や市からの通知

県や市などの広報誌・

パンフレット

県や市の窓口

病院・薬局

家族・友人・知人

インターネット

（％）全体(N=1254)
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問
とい

 障
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

らしていくための施策
し さ く

について，あなたにとって

重要
じゅうよう

だと思
おも

うことは，次
つぎ

のどれですか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 １，２５４ 

障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らすために重要
じゅうよう

と思
おも

う施策
し さ く

については  

医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

や手当
て あ て

の支給
しきゅう

などの，経済的
けいざいてき

な支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 ３７．４パーセント  

地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスなどの充実
じゅうじつ

 ２３．７パーセント  

相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 ２２．４パーセント 

障
しょう

がいへの理解
り か い

を深
ふか

める啓発
けいはつ

の充実
じゅうじつ

 ２２．０パーセント 

就労
しゅうろう

支援
し え ん

 働
はたら

く場
ば

の充実
じゅうじつ

 １６．０パーセント 

医療
いりょう

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

や支援
し え ん

の連携
れんけい

 １５．６パーセント  

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

 

 

 

 

 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスなどの

充実
じゅうじつ

」，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

や手当
て あ て

の支給
しきゅう

などの 経済的
けいざいてき

な支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

 

 

 

37.4

23.7

22.4

22.0

16.0

15.6

0.0 20.0 40.0

医療費の助成や手当の支給

などの，経済的な支援の充実

地域で安心して生活できる

障がい福祉サービスなどの充実

相談支援の充実

障がいへの理解を

深める啓発の充実

就労支援・働く場の充実

医療・保健・福祉の

情報共有や支援の連携

全体(N=1254)

（％）全体(N=1254)
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（２）障
しょう

がい児
じ

（１８歳
さい

未満
み ま ん

）アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

の中
なか

で，主
おも

な項目
こうもく

について記載
き さ い

します。 

 

問
とい

 お子
こ

さんの発達
はったつ

の不安
ふ あ ん

や障
しょう

がいに気付
き づ

いたきっかけは何
なん

ですか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 ２５９ 

障
しょう

がいに気付
き づ

いたきっかけについては  

家
か

庭
てい

内
ない

での様子
よ う す

 ４９．４パーセント  

保育所
ほいくしょ

 幼稚園
ようちえん

 認定
にんてい

こども園
えん

での様子
よ う す

 ３５．１パーセント  

病院
びょういん

での診察
しんさつ

 ２４．７パーセント 

定期
て い き

健
けん

診
しん

（１歳
さい

６か月
げつ

児健康診査
じ け んこ うし ん さ

） ２２．８パーセント  

定期
て い き

健
けん

診
しん

（３歳
さい

児健康診査
じ け んこ うし ん さ

） １６．６パーセント 

小学校
しょうがっこう

での様子
よ う す

 １１．６パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

  

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

で「病院
びょういん

での診察
しんさつ

」，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「定期
て い き

健
けん

診
しん

（１歳
さい

６

か月
げつ

児健康診査
じ け んこ うし ん さ

），精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「小学校
しょうがっこう

での様子
よ う す

」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.4

35.1

24.7

22.8

16.6

11.6

0.0 20.0 40.0 60.0

家庭内での様子

保育所・幼稚園・

認定こども園での様子

病院での診察

定期健診

（１歳６か月児健康診査）

定期健診

（３歳児健康診査）

小学校での様子

（％）全体(N=259)
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問
とい

 お子
こ

さんの発達
はったつ

の不安
ふ あ ん

や障
しょう

がいに気付
き づ

いたのは，お子
こ

さんが何歳
なんさい

のときですか。 

回答数
かいとうすう

 ２５９ 

障
しょう

がいに気付
き づ

いた年齢
ねんれい

については  

０歳
さい

 ２２．８パーセント  

１歳
さい

 １９．７パーセント 

２歳
さい

 １３．１パーセント 

３歳
さい

 １３．５パーセント 

４歳
さい

 ５．０パーセント  

５～９歳
さい

 １６．６パーセント 

１０歳
さい

以上
いじょう

 ９．３パーセント 

  

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

で「０歳
さい

」，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「１歳
さい

」「２歳
さい

」の割合
わりあい

がほ

かの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 お子
こ

さんの発達
はったつ

の不安
ふ あ ん

や障
しょう

がいに気付
き づ

いてから，悩
なや

んだことは何
なん

ですか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 ２５９ 

悩
なや

んだことについては   

これからどうなるのか不安
ふ あ ん

を感
かん

じた ７９．５パーセント 

実際
じっさい

に何
なに

をすればよいのか分
わ

からなかった ６０．６パーセント  

専門
せんもん

の医療
いりょう

機関
き か ん

が少
すく

なかった ４１．７パーセント  

どこに相談
そうだん

すればよいのか分
わ

からなかった ３５．９パーセント 

22.8

19.7

13.1

13.5

5.0

16.6

9.3

0.0 10.0 20.0 30.0

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５～９歳

10歳以上

（％）全体(N=259)
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周囲
しゅうい

の理解
り か い

がなかった ３４．７パーセント 

療育
りょういく

機関
き か ん

が少
すく

なかった ３０．１パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

 

 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で割合
わりあい

の高
たか

い項目
こうもく

が多
おお

くみられ，特
とく

に「実際
じっさい

に何
なに

をすれば

よいのか分
わ

からなかった」「周囲
しゅうい

の理解
り か い

がなかった」などの割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

く

なっています。 

 

問
とい

 発育
はついく

・発達上
はったつじょう

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な子
こ

どものために，どのようなことが必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。

（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 ２５９ 

発達上
はったつじょう

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な子
こ

どもに必要
ひつよう

なこととしては  

小中学校
しょうちゅうがっこう

や高校
こうこう

での教育
きょういく

・指導
し ど う

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

 ５５．２パーセント 

発育
はついく

・発達上
はったつじょう

の課題
か だ い

の早期
そ う き

発見
はっけん

 ４４．８パーセント  

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

（学校
がっこう

）での教育
きょういく

 指導
し ど う

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

 ４１．７パーセント 

保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

・認定
にんてい

こども園
えん

での発達
はったつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 ４０．２パーセント 

相談
そうだん

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

 ３９．４パーセント 

地域
ち い き

での療育
りょういく

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 ３９．０パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

 

79.5

60.6

41.7

35.9

34.7

30.1

0.0 50.0 100.0

これからどうなる

のか不安を感じた

実際に何をすればよい

のか分からなかった

専門の医療機関が少なかった

どこに相談すればよい

のか分からなかった

周囲の理解がなかった

療育機関が少なかった

全体(N=259)

（％）全体(N=259)

55.2

44.8

41.7

40.2

39.4

39.0

0.0 20.0 40.0 60.0

小中学校や高校での

教育・指導内容の充実

発育・発達上の課題の早期発見

特別支援学級（学校）での

教育・指導内容の充実

保育所・幼稚園・認定こども園

での発達支援の充実

相談対応の充実

地域での療育体制の充実

全体(N=259)

（％）全体(N=259)
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障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

や精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

で「保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

・認定
にんてい

こども園
えん

での発達
はったつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

」，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「相談
そうだん

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

」の割合
わりあい

がほかの 障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くな

っています。 

 

問
と

 あなたは，基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー）を利用
り よ う

したことがありますか。 

回答数
かいとうすう

 ２５９ 

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー）の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

については  

利用
り よ う

したことがある ２９．７パーセント  

利用
り よ う

したことはないが，知
し

っている ３９．０パーセント 

知
し

らない ２９．７パーセント 

無回答
むかいとう

 １．５パーセント  

 

問
とい

 あなたが相談
そうだん

するときに望
のぞ

むことは何
なに

ですか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 ２５９ 

相談先
そうだんさき

に望
のぞ

むこととしては 

年齢
ねんれい

や状 況
じょうきょう

などに応
おう

じた情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

してくれること ５５．６パーセント  

障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じて専門
せんもん

の相談
そうだん

ができること ５３．７パーセント 

１か所
しょ

ですべての相談
そうだん

ができること ４１．３パーセント 

どんな相談
そうだん

にも対応
たいおう

できること ３４．４パーセント 

相談員
そうだんいん

の質
しつ

を向
こう

上
じょう

させること ３２．４パーセント 

身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で相談
そうだん

できること ２３．９パーセント 

利用したことがある

29.7%

利用したことはないが，

知っている
39.0%

知らない

29.7%

無回答

1.5%

全体(N=259)
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（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

や精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「１か所
しょ

ですべての相談
そうだん

ができること」

「どんな相談
そうだん

にも対応
たいおう

できること」の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

・認定
にんてい

こども園
えん

・学校
がっこう

や療育
りょういく

機関
き か ん

について，どのようなことを充実
じゅうじつ

し 

てほしいと思
おも

いますか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 ２５９ 

通所
つうしょ

・通学先
つうがくさき

で充実
じゅうじつ

してほしいことは   

子
こ

どもの障
しょう

がいの特性
とくせい

や発達
はったつ

に合
あ

わせた支援
し え ん

 ７０．３パーセント 

保育士
ほ い く し

・教 職 員
きょうしょくいん

などの障
しょう

がいへの理解
り か い

 ５０．２パーセント  

補助員
ほじょいん

や加配
か は い

職員
しょくいん

などの人員
じんいん

を増
ふ

やすこと ４９．０パーセント 

進級
しんきゅう

・進学
しんがく

などの進路
し ん ろ

相談
そうだん

 ３４．７パーセント  

就労
しゅうろう

に向
む

けた教育
きょういく

・支援
し え ん

 ２７．４パーセント 

放課後
ほ う か ご

や長期
ちょうき

休暇中
きゅうかちゅう

に過
す

ごせる場所
ば し ょ

 ２５．５パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

 

70.3

50.2

49.0

34.7

27.4

25.5

0.0 40.0 80.0

子どもの障がいの特性や

発達に合わせた支援

保育士・教職員など

の障がいへの理解

補助員や加配職員など

の人員を増やすこと

進級・進学などの進路相談

就労に向けた教育・支援

放課後や長期休暇中

に過ごせる場所

全体(N=259)

（％）全体(N=259)

55.6

53.7

41.3

34.4

32.4

23.9

0.0 20.0 40.0 60.0

年齢や状況などに応じた

情報を提供してくれること

障がい特性に応じて

専門の相談ができること

１か所ですべての相談ができること

どんな相談にも対応できること

相談員の質を向上させること

身近な地域で相談できること

（％）全体(N=259)
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障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

で「周
まわ

りの子
こ

どもたちの理解
り か い

を深
ふか

めるような交流
こうりゅう

機会
き か い

」，

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「就労
しゅうろう

に向
む

けた教育
きょういく

・支援
し え ん

」の割合
わりあい

がほかの 障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなってい

ます。 

問
とい

 お子
こ

さんは，障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

サービスなどを利用
り よ う

していますか。 

回答数
かいとうすう

 ２５９ 

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

サービスなどの利用
り よ う

については  

支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けており，利用
り よ う

している ７５．７パーセント 

支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けているが，利用
り よ う

していない ３．９パーセント 

支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けていない １７．４パーセント 

無回答
むかいとう

 ３．１パーセント 

 

 

 

 

 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，発達障
はったつしょう

がいの診断
しんだん

がある人
ひと

で「利用
り よ う

している」の割合
わりあい

が８１．６パーセ

ントと，ほかの障
しょう

がいを大
おお

きく上回
うわまわ

っています。 

 

問
とい

 現在
げんざい

，お子
こ

さんが支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けているサービスをすべてお答
こた

えください。 

回答数
かいとうすう

 ２０６ 

支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けているサービスについては 

注：「支給決定を受けており，利用している」は数値手入力。

支給決定を受けて

おり，利用している

75.7%

支給決定を

受けているが，

利用していない

3.9%

支給決定を

受けていない

17.4%

無回答

3.1%

全体(N=259)

79.1

47.6

30.1

17.0

11.7

10.7

9.7

0.0 50.0 100.0

放課後等デイサービス

計画相談支援・

障がい児相談支援

児童発達支援

日中一時支援

短期入所（ショートステイ）

保育所等訪問支援

移動支援

（％）全体(n=206)
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放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス ７９．１パーセント  

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

 ４７．６パーセント  

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 ３０．１パーセント 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 １７．０パーセント 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ） １１．７パーセント 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 １０．７パーセント 

移動
い ど う

支援
し え ん

 ９．７パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

で「医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

」，身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

や知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

」，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

で「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサ－ビス」の割合
わりあい

がほかの障
しょう

がいに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 お子
こ

さんが，今後
こ ん ご

新
あら

たに利用
り よ う

したいサービスはありますか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 ２５９ 

新
あら

たに利用
り よ う

したいサービスについては  

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス １７．８パーセント 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 １５．１パーセント  

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 ショートステイ １０．０パーセント 

移動
い ど う

支援
し え ん

 ９．７パーセント 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

 ６．２パーセント 

17.8

15.1

10.0

9.7

6.2

5.8

5.8

0.0 10.0 20.0

放課後等デイサービス

日中一時支援

短期入所（ショートステイ）

移動支援

計画相談支援・

障がい児相談支援

児童発達支援

行動援護

（％）全体(N=259)
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児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 ５．８パーセント 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 ５．８パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ）」の割合
わりあい

がほかの 障
しょう

が

いに比
くら

べて高
たか

くなっています。 

 

問
とい

 障
しょう

がいのある人
ひと

の生育歴
せいいくれき

やケアの仕方
し か た

を，乳幼児期
にゅうようじき

から成人期
せいじんき

に至
いた

るまで継続
けいぞく

して 

記録
き ろ く

整理
せ い り

できる「サポートファイル 結
ゆ

愛
い

」を利用
り よ う

していますか。 

 

回答数
かいとうすう

 ２５９ 

サポートファイル結
ゆ

愛
い

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

については  

利用
り よ う

している（利用
り よ う

したことがある） １５．４パーセント 

利用
り よ う

していないが，知
し

っている １４．７パーセント 

知
し

らない ６８．３パーセント 

無回答
むかいとう

 １．５パーセント  

 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

では，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「利用
り よ う

している（利用
り よ う

したことがある）」の割合
わりあい

が２９．

０パーセントとなっており，ほかの障
しょう

がいを大
おお

きく上
うわ

回
まわ

っています。 

 

 

 

 

 

 

注：「知らない」は数値手入力。

利用している

（利用したことがある）
15.4%

利用していないが，

知っている

14.7%

知らない

68.3%

無回答

1.5%

全体(N=259)
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（３）アンケート調査
ちょうさ

（手帳
てちょう

等
とう

非所持者
ひ し ょ じ し ゃ

）結果
け っ か

 

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

の中
なか

で，主
おも

な項目
こうもく

について記載
き さ い

します。 

 

問
とい

 あなたは，障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

するボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

していますか。 

回答数
かいとうすう

 ３４０ 

ボランティア活動
かつどう

への参加
さ ん か

状 況
じょうきょう

については 

よく参加
さ ん か

している ０．６パーセント 

時々
ときどき

参加
さ ん か

している ７．９パーセント 

参加
さ ん か

したことがない ８９．１パーセント 

無回答
むかいとう

 ２．４パーセント 

 

問
とい

 あなたは，障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する 地域
ち い き

の人
ひと

の理解
り か い

は進
すす

んできたと思
おも

いますか。 

回答数
かいとうすう

 ３４０ 

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する地域
ち い き

の人
ひと

の理解
り か い

については  

かなり進
すす

んできた ３．２パーセント 

どちらかといえば進
すす

んできた ２９．１パーセント 

あまり進
すす

んできたとは思
おも

わない ４４．４パーセント 

進
すす

んでいない（変
か

わらない） ２０．３パーセント  

無回答
むかいとう

 ２．９パーセント 

 

 

 

よく参加している

0.6%

時々参加している

7.9%

参加したことがない

89.1%

無回答

2.4%

全体(N=340)

かなり進んできた

3.2%

どちらかといえば

進んできた
29.1%

あまり進んで

きたとは思わない

44.4%

進んでいない

（変わらない）

20.3%

無回答

2.9%

全体(N=340)



 

195 

 

問
とい

 福祉
ふ く し

・教育
きょういく

・雇用
こ よ う

・まちづくりなど，障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する行政
ぎょうせい

の取組
とりくみ

は進
すす

んでい 

ると思
おも

いますか。 

回答数
かいとうすう

 ３４０ 

行政
ぎょうせい

の取組
とりくみ

については  

かなり進
すす

んでいると思
おも

う １．２パーセント 

ある程度
て い ど

進
すす

んでいると思
おも

う ２８．８パーセント  

あまり進
すす

んでいると思
おも

わない ２６．８パーセント 

ほとんど進
すす

んでいると思
おも

わない １４．１パーセント 

わからない ２７．４パーセント 

無回答
むかいとう

 １．８パーセント 

 

問
とい

 あなたは，障
しょう

がいのある人
ひと

への市民
し み ん

の理解
り か い

を深
ふか

め，共
とも

に地域
ち い き

で支
ささ

え合
あ

って生活
せいかつ

していく 

ためには，どのようなことが必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 ３４０ 

障
しょう

がい者
しゃ

への理解
り か い

を深
ふか

めるために必要
ひつよう

なこととしては  

子
こ

どもの頃
ころ

から障
しょう

がいのある人
ひと

とふれあう機会
き か い

を増
ふ

やす ５６．２パーセント 

障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず，誰
だれ

でも参加
さ ん か

しやすい地域
ち い き

活動
かつどう

を増
ふ

やす ５１．２パーセント 

学校
がっこう

教育
きょういく

の中
なか

で障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める ４９．７パーセント 

地域
ち い き

の人
ひと

との交流
こうりゅう

する機会
き か い

を増
ふ

やす ３３．２パーセント 

障
しょう

がいのある人
ひと

自身
じ し ん

が，もっと積極的
せっきょくてき

に地域
ち い き

活動
かつどう

などに参加
さ ん か

する １６．２パーセント 

テレビ・新聞
しんぶん

や広報紙
こうほうし

などを活用
かつよう

して，障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

のための啓発
けいはつ

を充実
じゅうじつ

する １０．９パ

かなり進んでいると思う

1.2%

ある程度進んで

いると思う

28.8%

あまり進んで

いると思わない
26.8%

ほとんど進んで

いると思わない
14.1%

わからない

27.4%

無回答

1.8%

全体(N=340)
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ーセント  

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 

 

 

 

 

 

 

問
とい

 あなたは，地域
ち い き

の福祉
ふ く し

課題
か だ い

（例
れい

：障
しょう

がい者
しゃ

や一人暮
ひ と り ぐ

らし高齢者
こうれいしゃ

などの見守
み ま も

り，生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

，

子
こ

どもの貧困
ひんこん

，障
しょう

がい者
しゃ

や高齢者
こうれいしゃ

への虐待
ぎゃくたい

，社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

など）に関心
かんしん

がありますか。 

回答数
かいとうすう

 ３４０ 

地域
ち い き

の福祉
ふ く し

課題
か だ い

については  

非常
ひじょう

に関心
かんしん

がある １３．５パーセント 

どちらかといえば関心
かんしん

がある ５７．４パーセント 

どちらかといえば関心
かんしん

がない ２２．９パーセント 

全
まった

く関心
かんしん

がない ３．２パーセント 

無回答
むかいとう

 ２．９パーセント  

 

問
とい

 あなたは，地域
ち い き

の福祉
ふ く し

課題
か だ い

に対
たい

して 住民
じゅうみん

相互
そ う ご

の自主的
じしゅてき

な支
ささ

え合
あ

い・助
たす

け合
あ

いが，どの 

程度
て い ど

必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。 

回答数
かいとうすう

 ３４０ 

地域
ち い き

の福祉
ふ く し

課題
か だ い

に対
たい

して住民
じゅうみん

相互
そ う ご

の助
たす

け合
あ

いについては  

とても必要
ひつよう

だと思
おも

う ３５．６パーセント 

どちらかといえば必要
ひつよう

だと思
おも

う ４７．１パーセント 

56.2

51.2

49.7

33.2

16.2

10.9

0.0 20.0 40.0 60.0

子どもの頃から障がいのある

人とふれあう機会を増やす

障がいの有無にかかわらず，誰でも

参加しやすい地域活動を増やす

学校教育の中で障がいに

対する理解を深める

地域の人との交流する機会を増やす

障がいのある人自身が，もっと

積極的に地域活動などに参加する

テレビ・新聞や広報紙などを活用して，

障がい者理解のための啓発を充実する

全体(N=340)

（％）全体(N=340)

「どちらかといえば関心がある」は手入力しています。

非常に関心がある

13.5%

どちらかといえば

関心がある
57.4%

どちらかといえば

関心がない
22.9%

全く関心がない

3.2%

無回答

2.9%

全体(N=340)
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どちらかといえば必要
ひつよう

だとは思
おも

わない ２．９パーセント 

全く必要
ひつよう

だとは思
おも

わない ０．０パーセント 

わからない １２．４パーセント 

無回答
むかいとう

 ２．１パーセント 

 

 

 

 

 

問
とい

 今後
こ ん ご

障
しょう

がいのある人
ひと

と一緒
いっしょ

に，スポーツやものづくり，趣味
し ゅ み

の集
つど

いなどのイベントなど 

を通
つう

じて「ふれあう機会
き か い

」があれば，参加
さ ん か

してみたいと思
おも

いますか。 

回答数
かいとうすう

 ３４０ 

障
しょう

がい者
しゃ

とふれあう機会
き か い

については  

積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

したい ２．４パーセント 

機会
き か い

があれば参加
さ ん か

したい ４０．３パーセント 

参加
さ ん か

したいと思
おも

うができない ２４．４パーセント 

参加
さ ん か

したいと思
おも

わない ２９．７パーセント 

無回答
むかいとう

 ３．２パーセント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても必要

だと思う
35.6%

どちらかといえば

必要だと思う
47.1%

どちらかといえば

必要だとは思わない
2.9%

全く必要だとは思わない

0.0%

わからない

12.4%

無回答

2.1%

全体(N=340)

積極的に参加したい

2.4%

機会があれば

参加したい
40.3%

参加したいと

思うができない
24.4%

参加したいと

思わない

29.7%

無回答

3.2%

全体(N=340)
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問
とい

 福山市
ふくやまし

は，障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいと思
おも

いますか。 

回答数
かいとうすう

 ３４０ 

障
しょう

がい者
しゃ

にとっての暮
く

らしやすさについては  

とても暮
く

らしやすいと思
おも

う ０．６パーセント 

どちらかといえば暮
く

らしやすいと思
おも

う １３．５パーセント 

どちらかといえば暮
く

らしにくいと思
おも

う １５．３パーセント 

暮
く

らしにくいと思
おも

う １０．９パーセント 

わからない ５７．６パーセント 

無回答
むかいとう

 ２．１パーセント 

 

 

 

 

 

 

問
とい

 あなたは，障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために，行政
ぎょうせい

はどのよう 

なことに力
ちから

を入
い

れるべきだと思
おも

いますか。（複数
ふくすう

回答
かいとう

） 

回答数
かいとうすう

 ３４０ 

行政
ぎょうせい

が力
ちから

を入
い

れるべきこととしては  

何
なん

でも相談
そうだん

できる窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

 ３７．６パーセント 

地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる福祉
ふ く し

サービスを充実
じゅうじつ

すること ２９．７パーセント  

障
しょう

がいのある人
ひと

の働
はたら

く場所
ば し ょ

を増
ふ

やすこと ２９．７パーセント  

電車
でんしゃ

やバスなどの公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を，障
しょう

がいのある人
ひと

でも利用
り よ う

しやすくすること ２６．２パ

ーセント 

とても暮らし

やすいと思う

0.6%
どちらかといえば

暮らしやすいと思う
13.5%

どちらかといえば

暮らしにくいと思う
15.3%

暮らしにくいと思う

10.9%

わからない

57.6%

無回答

2.1%

全体(N=340)
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福祉
ふ く し

に関
かん

する情報
じょうほう

のわかりやすい提供
ていきょう

 ２５．３パーセント 

学校
がっこう

や地域
ち い き

で，差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

をなくすための教育
きょういく

や啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 ２０．９パーセント 

（上位
じょうい

項目
こうもく

抜粋
ばっすい

） 
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２ 事業所
じぎょうしょ

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

１ 訪問
ほうもん

系
けい

サービス事業所
じぎょうしょ

 

◎人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

 

・重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

への対応
たいおう

のため，喀痰
かくたん

吸引
きゅういん

等
とう

に関
かん

する研修
けんしゅう

が必要
ひつよう

である。 

 

◎事業
じぎょう

運営
うんえい

 

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

は，高
こう

レベルなサービスを求
もと

められる事
こと

が多
おお

いため，担当
たんとう

できるヘルパーが限
かぎ

ら

れてしまう現状
げんじょう

がある。 

・利用
り よ う

の希望
き ぼ う

が同
おな

じ時間帯
じかんたい

に 集 中
しゅうちゅう

するため，ヘルパー利用
り よ う

等
とう

の希望
き ぼ う

を 断
ことわ

らないといけない

現状
げんじょう

がある。 

  

◎医療的
いりょうてき

ケア 

・看護師
か ん ご し

の配置
は い ち

が難
むずか

しい状 況
じょうきょう

にあることや，喀痰
かくたん

吸引
きゅういん

等
とう

の研修
けんしゅう

を受
う

ける時間
じ か ん

の確保
か く ほ

が難
むずか

し

いことなど，体制
たいせい

を構築
こうちく

することが困難
こんなん

な現状
げんじょう

がある。 

・専門的
せんもんてき

知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

などが不十分
ふじゅうぶん

なため，医療的
いりょうてき

ケアの必要
ひつよう

な利用者
りようしゃ

への対応
たいおう

が難
むずか

しい。 

・サービス提供
ていきょう

を行
おこな

うに当
あ

たって，リスクマネジメント（マニュアル整備
せ い び

・Ｏ Ｊ Ｔ
オージェイティー

の体制
たいせい

・

事前
じ ぜ ん

準備
じゅんび

・保険
ほ け ん

等
とう

の備
そな

え・事故
じ こ

が起
お

こったときのバックアップ体制
たいせい

等
とう

）が必要
ひつよう

である。 

 

◎その他
た

 

・ヘルパーが体調
たいちょう

不良
ふりょう

で交代
こうたい

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

の交代
こうたい

要員
よういん

を常時
じょうじ

確保
か く ほ

しておくことが難
むずか

しい現状
げんじょう

がある。 
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２ 日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス事業所
じぎょうしょ

 

◎人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

 

・障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた対応
たいおう

が難
むずか

しいため，職員
しょくいん

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

る必要
ひつよう

がある。 

・業務量
ぎょうむりょう

が増大
ぞうだい

し時間
じ か ん

が取
と

れない中
なか

，ＺＯＯＭ
ズ ー ム

などを使
つか

った研修
けんしゅう

が必要
ひつよう

である。 

   

◎事業
じぎょう

運営
うんえい

 

・障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

に対
たい

して，手厚
て あ つ

い支援
し え ん

を考
かんが

えると人員
じんいん

の確保
か く ほ

が必須
ひ っ す

である。 

  

◎就労
しゅうろう

 

・賃金
ちんぎん

（工賃
こうちん

）を増
ふ

やすため，販売力
はんばいりょく

の強化
きょうか

・生産
せいさん

品目
ひんもく

の見直
み な お

しが必要
ひつよう

である。 

・就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

や就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

がどんなサービスかを知
し

らない人
ひと

が多
おお

いので，どういったサ

ービスを提供
ていきょう

しているのかを相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の教員
きょういん

等
とう

へ伝
つた

えていく必要
ひつよう

があ

る。 

・一般
いっぱん

就労
しゅうろう

するためには，作業
さぎょう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

とともに，最小限
さいしょうげん

のコミュニケーション能力
のうりょく

及
およ

び生活
せいかつ

リズムを身
み

に付
つ

けることが重要
じゅうよう

である。 

・本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

する職種
しょくしゅ

や能力
のうりょく

にあった場所
ば し ょ

に就 職
しゅうしょく

できるよう多
おお

くの企業
きぎょう

と事業所
じぎょうしょ

の連携
れんけい

が

必要
ひつよう

である。    

 

◎その他
た

 

・短期
た ん き

入所
にゅうしょ

の利用
り よ う

定員
ていいん

に対
たい

して利用
り よ う

ニーズが超
こ

えている現状
げんじょう

がある。 

・サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

のため，自己
じ こ

評価
ひょうか

を定期的
ていきてき

に 行
おこな

うとともに，第三者
だいさんしゃ

による評価
ひょうか

制度
せ い ど

の

導入
どうにゅう

が必要
ひつよう

である。 
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・市民
し み ん

が，幼児期
よ う じ き

，児童期
じ ど う き

，少年期
しょうねんき

を通
つう

じて，障
しょう

がいのある人
ひと

と継続的
けいぞくてき

に関
かか

わる仕組
し く

みを 

つくることが， 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

で 働
はたら

く人材
じんざい

の確保
か く ほ

と，一般
いっぱん

企業
きぎょう

での 障
しょう

がい者
しゃ

の

職場
しょくば

定着
ていちゃく

に必要
ひつよう

である。 

 

３ 施設
し せ つ

・居住
きょじゅう

系
けい

サービス事業所
じぎょうしょ

 

◎人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

 

・グループホームは，少人数
しょうにんずう

でサービス提供
ていきょう

と生活
せいかつ

支援
し え ん

を行
おこな

うため，幅広
はばひろ

い専門性
せんもんせい

を有
ゆう

する

人材
じんざい

が必要
ひつよう

である。 

    

◎地域
ち い き

移行
い こ う

 

・重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

には，居宅
きょたく

介護
か い ご

や重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

などの充実
じゅうじつ

が重要
じゅうよう

である。 

・入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

して，グループホーム等
とう

で生活
せいかつ

していくことに不安
ふ あ ん

があり，地域
ち い き

移行
い こ う

に関
かん

して，本人
ほんにん

はもとより家族
か ぞ く

の理解
り か い

を得
え

ることが難
むずか

しい現状
げんじょう

がある。 

・高齢化
こうれいか

などの対応
たいおう

や地域
ち い き

移行
い こ う

を進
すす

める中
なか

で，居宅
きょたく

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

，相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

などの人員
じんいん

確保
か く ほ

が必要
ひつよう

である。 

 

◎その他
た

 

・入所者
にゅうしょしゃ

の高齢化
こうれいか

に 伴
ともな

い，障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じたサービス提供
ていきょう

だけでなく，身
しん

体面
たいめん

のケア

や配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

になる利用者
りようしゃ

が増
ふ

えている現状
げんじょう

がある。 

・グループホームの空
あ

きがあっても，利用
り よ う

希望者
きぼうしゃ

のニーズと一致
い っ ち

しないことが多
おお

いため，利用
り よ う

希望者
きぼうしゃ

がいても，入所
にゅうしょ

には至
いた

らないケースがある。 
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・福山市
ふくやまし

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

事業
じぎょう

における緊急
きんきゅう

時
じ

の受
う

け入
い

れや相談
そうだん

支援
し え ん

機能
き の う

を充実
じゅうじつ

させる

必要
ひつよう

がある。 

 

４ 相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

◎人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

 

・相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の研修
けんしゅう

の機会
き か い

を増
ふ

やし，スキルを上
あ

げることが必要
ひつよう

である。 

 

◎事業
じぎょう

運営
うんえい

 

・相談
そうだん

は，地域
ち い き

づくりにおいて，また，サービスの入
い

り口
ぐち

として重要
じゅうよう

な役割
やくわり

があると言
い

われつ

つ，反比例
はんぴれい

するかのように人数
にんずう

が少
すく

ない現状
げんじょう

がある。 

・計画
けいかく

相談
そうだん

に関
かん

することが相談
そうだん

業務
ぎょうむ

の大半
たいはん

を占
し

めており，個別
こ べ つ

課題
か だ い

に対
たい

する時間
じ か ん

を確保
か く ほ

するこ

とができにくい現状
げんじょう

がある。 

 

◎地域
ち い き

移行
い こ う

 

・関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

，緊急
きんきゅう

時
じ

の受
うけ

入
いれ

体制
たいせい

をどのような形
かたち

でどこが受
う

け入
い

れるのか明確
めいかく

にする

ことが必要
ひつよう

である。 

・地域
ち い き

の自治会
じ ち か い

や住民
じゅうみん

が，障
しょう

がい特性
とくせい

について理解
り か い

し，受
うけ

入
いれ

体制
たいせい

を整
ととの

える必要
ひつよう

がある。 

 

◎その他
た

 

・成育歴
せいいくれき

から相談歴
そうだんれき

， 障
しょう

がいの 状 況
じょうきょう

など本人
ほんにん

の 状 況
じょうきょう

を乳幼児期
にゅうようじき

から成人期
せいじんき

まで継続
けいぞく

して

記録
き ろ く

できるサポートファイルがあるが，十分
じゅうぶん

活用
かつよう

できていない現状
げんじょう

がある。 
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５ 障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

◎人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

 

・療育
りょういく

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

や質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るためには，ガイドラインに沿
そ

った指導
し ど う

や職員
しょくいん

研修
けんしゅう

が

必要
ひつよう

である。 

・福山
ふくやま

市内
し な い

の全事業所
ぜんじぎょうしょ

で共通
きょうつう

認識
にんしき

できるように研修
けんしゅう

・人材
じんざい

育成
いくせい

にかける時間
じ か ん

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

で

ある。 

 

◎事業
じぎょう

運営
うんえい

 

・放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスについて，退所
たいしょ

する児童
じ ど う

が少
すく

ないため，新年
しんねん

度
ど

申
もう

し込
こ

み希望
き ぼ う

があって

も，低学年
ていがくねん

の受
う

け入
い

れが難
むずか

しい現状
げんじょう

がある。 

・職員
しょくいん

の確保
か く ほ

や定着
ていちゃく

がしにくいため，療育
りょういく

の質
しつ

の向上
こうじょう

が難
むずか

しい。 

・子
こ

どもや保護者
ほ ご し ゃ

のニーズは多種多様
た し ゅ た よ う

であり，そのニーズ全
すべ

てに対応
たいおう

するのは困難
こんなん

な現状
げんじょう

があ

る。 

 

◎医療的
いりょうてき

ケア児
じ

や重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

の受入
う け い

れ 

・人材
じんざい

，人員
じんいん

不足
ぶ そ く

で看護師
か ん ご し

等
とう

資格
し か く

のある職員
しょくいん

を配置
は い ち

することが困難
こんなん

なため，受入
う け い

れが 難
むずか

しい

現状
げんじょう

がある。 

    

◎地域
ち い き

移行
い こ う

 

・利用
り よ う

児童
じ ど う

が地域
ち い き

や社会
しゃかい

に適
てき

した言動
げんどう

ができるよう支援
し え ん

を 行
おこな

うことや地域
ち い き

の人
ひと

たちにも障
しょう

が

いというものの周知
しゅうち

や特性
とくせい

などの理解
り か い

を深
ふか

めることのできる環境
かんきょう

が必要
ひつよう

である。 

・それぞれ担
にな

っている役割
やくわり

が違
ちが

うため，地域
ち い き

移行
い こ う

というより情報
じょうほう

共有
きょうゆう

・役割
やくわり

分担
ぶんたん

をして共存
きょうぞん
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していくことが必要
ひつよう

である。 

 

◎その他
た

  

・放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業所
じぎょうしょ

において，学校
がっこう

との連携
れんけい

は進
すす

んでいるものの，放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラ

ブとの連携
れんけい

が進
すす

んでいない。 

・セルフプランの利用者
りようしゃ

が多
おお

く，利用者
りようしゃ

への対応
たいおう

で困
こま

ったときの相談先
そうだんさき

がない。 

・子
こ

育
そだ

てに対
たい

する不安
ふ あ ん

や発達
はったつ

について心配
しんぱい

がある保護者
ほ ご し ゃ

の方
かた

が，気軽
き が る

に相談
そうだん

でき，そして支援
し え ん

に

つながるように，相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

を増
ふ

やす必要
ひつよう

がある。 
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３ 関係
かんけい

団体
だんたい

からの意見
い け ん

の集約
しゅうやく

 

１ 【基本
き ほ ん

施策
し さ く

１】 障
しょう

がいの理解
り か い

促進
そくしん

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に関
かん

すること 

・まだまだ障
しょう

がいについての理解
り か い

が低
ひく

く，周知
しゅうち

されていないと感
かん

じることが多
おお

い。 

・発達障
はったつしょう

がいの啓発
けいはつ

を行
おこな

ってほしい。 

・障
しょう

がいのある子
こ

どもたちを育
そだ

てる親
おや

たちを孤立
こ り つ

させないための取組
とりくみ

を検討
けんとう

してほしい。 

 

２ 【基本
き ほ ん

施策
し さ く

２】 地域
ち い き

における生活
せいかつ

支援
し え ん

に関
かん

すること 

・親
おや

の死後
し ご

，子
こ

どもが生活
せいかつ

できるかどうかについて不安
ふ あ ん

がある。 

・補聴器
ほちょうき

，人工
じんこう

内耳
な い じ

の電池
で ん ち

の補助
ほ じ ょ

をしてほしい。 

・日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

などを利用
り よ う

したいときに利用
り よ う

できないことがある。 

・グループホームへの入居
にゅうきょ

を希望
き ぼ う

している待機者
たいきしゃ

が多
おお

い。 

・緊急
きんきゅう

事態
じ た い

のときこそ， 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

となるので，今回
こんかい

の新型
しんがた

コロナ

ウイルス感染症
かんせんしょう

感染
かんせん

拡大
かくだい

が 障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

に与
あた

えた影響
えいきょう

について調査
ちょうさ

してほし

い。 

・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

，情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

をしてほしい。 

・ヘルパーを利用
り よ う

しにくい場合
ば あ い

がある。 

・児童
じ ど う

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

を増
ふ

やしてほしい。 

・支援
し え ん

をするためには，マンパワーが必要
ひつよう

なので支援
し え ん

してほしい。 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

に向
む

けての形
かたち

づくり 
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３ 【基本
き ほ ん

施策
し さ く

３】 健康
けんこう

づくりの推進
すいしん

に関
かん

すること 

・保健
ほ け ん

や医療
いりょう

の支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

してほしい 

・病気
びょうき

や障
しょう

がいについて，講演会
こうえんかい

等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

をしてほしい。 

・医師
い し

や看護師
か ん ご し

が地域
ち い き

の中
なか

で不足
ふ そ く

しているので，医療
いりょう

との連携
れんけい

をどう築
きず

くかが課題
か だ い

。 

・岡山県
おかやまけん

等
とう

にある医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

れるような仕組
し く

みをつくってほしい。 

  

４ 【基本
き ほ ん

施策
し さ く

４】 療育
りょういく

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

に関
かん

すること 

・早期
そ う き

療育
りょういく

の大切
たいせつ

さを伝
つた

える機会
き か い

を作
つく

ってほしい。 

・難聴児
なんちょうじ

を支援
し え ん

する教員
きょういん

の世代
せ だ い

交代
こうたい

に偏
かたよ

りがないように，人員
じんいん

配置
は い ち

等
とう

工夫
く ふ う

してほしい。 

・働
はたら

く母親
ははおや

も増
ふ

えているので，育 休 中
いくきゅうちゅう

に参加
さ ん か

できるフォロー体制
たいせい

の構築
こうちく

をしてほしい。 

・ライフステージに応
おう

じた，切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を推進
すいしん

してほしい。 

・家族
か ぞ く

支援
し え ん

や，障
しょう

がい受容
じゅよう

のための支援
し え ん

項目
こうもく

があるとよい。 

・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

策
さく

の充実
じゅうじつ

などを検討
けんとう

したい。 

 

５ 【基本
き ほ ん

施策
し さ く

５】 雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の促進
そくしん

に関
かん

すること 

・本人
ほんにん

が希望
き ぼ う

すれば４時間
じ か ん

以上
いじょう

作業
さぎょう

できるようにしてほしい。 

・就労
しゅうろう

における障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

をしてほしい。 

・就労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

への行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

からの発注
はっちゅう

を増
ふ

やしてほしい。 

・ジョブコーチなどの制度
せ い ど

や就労
しゅうろう

のコーディネーターなどをもっと使
つか

えるようにしてほしい。 

・企業
きぎょう

の合同
ごうどう

面接会
めんせつかい

の開催
かいさい

回数
かいすう

を増
ふ

やしてほしい。 
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６ 【基本
き ほ ん

施策
し さ く

６】 交流
こうりゅう

とふれあい活動
かつどう

の促進
そくしん

に関
かん

すること 

・障
しょう

がいがあってもなくても参加
さ ん か

できる活動
かつどう

や行事
ぎょうじ

を企画
き か く

してほしい。 

  

７ 【基本
き ほ ん

施策
し さ く

７】 福祉
ふ く し

のまちづくりの推進
すいしん

に関
かん

すること 

・過去
か こ

の災害
さいがい

等
とう

での課題
か だ い

を踏
ふ

まえて，避難
ひ な ん

困難者
こんなんしゃ

への対応
たいおう

や情報
じょうほう

共有
きょうゆう

をしてほしい。 

・地域
ち い き

福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

のため，地域
ち い き

の組織
そ し き

を巻
ま

き込
こ

んだ様々
さまざま

な企画
き か く

やアイデアを提案
ていあん

してほしい。 

・避難所
ひなんしょ

などを利用
り よ う

しにくい子
こ

どもたちへの災害
さいがい

時
じ

や緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

について検討
けんとう

してほしい。 

 

 

４ 福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

からの意見
い け ん

の集約
しゅうやく

 

 

・精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の退院
たいいん

支援
し え ん

に当
あ

たり，住
す

まいの確保
か く ほ

や福祉
ふ く し

サービスの調整
ちょうせい

など，もともと住
す

ん

でいた住居
じゅうきょ

へ戻
もど

るための支援
し え ん

が必要
ひつよう

。家族
か ぞ く

関係
かんけい

が希薄
き は く

な方
かた

も多
おお

いので，地域
ち い き

住民
じゅうみん

との間
あいだ

に入

っていく支援者
しえんしゃ

，事業所
じぎょうしょ

，相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

が重要
じゅうよう

。 

・コロナ禍
か

の中
なか

にあっても，利用
り よ う

する側
がわ

も受
う

け入
い

れる側
がわ

も安心
あんしん

して通常
つうじょう

のサービスが利用
り よ う

でき

ることが望
のぞ

まれる。サービス利用
り よ う

が継続
けいぞく

できるための具体
ぐ た い

策
さく

を出
だ

してほしい。 

・児童
じ ど う

にとっての基盤
き ば ん

は学校
がっこう

なので，教育
きょういく

分野
ぶ ん や

の体制
たいせい

整備
せ い び

や教員
きょういん

のスキルアップについての

取組
とりくみ

を進
すす

めてほしい。 

・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

の数
かず

が少
すく

なく，選択肢
せんたくし

が少
すく

ないので，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

の機能
き の う

強化
きょうか

に

向
む

けた取組
とりくみ

を充実
じゅうじつ

させてほしい。 

・避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

制度
せ い ど

について周知
しゅうち

を行
おこな

うとともに，障
しょう

がい者
しゃ

が避難
ひ な ん

しなくては

いけない場合
ば あ い

にどういった対応
たいおう

をしていけばいいのか，対応
たいおう

策
さく

を示
しめ

してほしい。 
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・医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の対応
たいおう

ができる機関
き か ん

やヘルパー事業所
じぎょうしょ

の不足
ふ そ く

は，日々
ひ び

感
かん

じている。医療的
いりょうてき

ケア

児
じ

については，近隣
きんりん

地域
ち い き

へ頼
たよ

らざるを得
え

ない現状
げんじょう

があり，現場
げ ん ば

でもジレンマを抱
かか

えることがあ

る。 

・相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められている。どんなサービスを利用
り よ う

するにしても，最初
さいしょ

に必要
ひつよう

なのは

相談
そうだん

支援
し え ん

。相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

が少
すく

ない，人員
じんいん

確保
か く ほ

が難
むずか

しい等
とう

の課題
か だ い

はわかっているので，相談
そうだん

支援
し え ん

の充
じゅう

実
じつ

に向
む

けて具体的
ぐたいてき

な施策
し さ く

を示
しめ

してほしい。 

・精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

について，協議
きょうぎ

の場
ば

の開催
かいさい

は，県
けん

の

協議会
きょうぎかい

とも連携
れんけい

していくのはどうか。 

・基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー）が十分
じゅうぶん

に周知
しゅうち

されていないので，周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

の具体
ぐ た い

を

示
しめ

してほしい。 
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【２】「福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

プラン」策定
さくてい

経過
け い か

 

年
ねん

 月
がつ

  日
にち

 事
じ

   項
こ う

 

 

201９年
ねん

 

（令和
れ い わ

元年
がんねん

） 

2020年
ねん

 

（令和
れ い わ

2年
ねん

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月
がつ

9日
にち

 

 
～  

1月
がつ

6日
にち

 

 

6月
がつ

12日
にち

 

 

7月
がつ

27日
にち

 

～  

8月
がつ

5日
にち

 

 

8月
がつ

14日
にち

 

～  

8月
がつ

28日
にち

 

 

8月
がつ

20日
にち

 

 

8月
がつ

26日
にち

 

 

11月
がつ

5日
にち

 

 

11月
がつ

10日
にち

 

 

 

 

市民
し み ん

アンケート 

 

 

 

 

 

福山市
ふ く や ま し

社会
しゃかい

福祉審
ふ く し し ん

議会
ぎ か い

（諮問
し も ん

） 

 

障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
と う

からの意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

 

※書面
しょめん

での意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

 

 

 

事業所
じぎ ょ う し ょ

アンケート 

 

 

 

 

福山市
ふ く や ま し

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

推進
すいしん

委員会
いいんかい

・幹事会
かんじかい

（第
だい

１回
かい

） 

 

福山市
ふ く や ま し

社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

障
しょう

がい福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

（第
だい

２回
かい

） 

 

福山市
ふ く や ま し

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

推進
すいしん

委員会
いいんかい

・幹事会
かんじかい

（第
だい

2回
かい

） 

 

福山市
ふ く や ま し

社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

障
しょう

がい福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

（第
だい

3回
かい

） 
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2021年
ねん

 

（令和
れ い わ

3年
ねん

） 

12月
がつ

1日
にち

 

～  

1月
がつ

5日
にち

 

 

1月
がつ

21日
にち

 

 

1月
がつ

27日
にち

 

 

2月
がつ

2日
にち

 

 

2月
がつ

24日
にち

 

パブリックコメント第
だい

 

 

 

 

 

福山市
ふ く や ま し

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

運営
うんえい

会議
か い ぎ

 

 

福山市
ふ く や ま し

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

推進
すいしん

委員会
いいんかい

・幹事会
かんじかい

（第
だい

３回
かい

） 

 

福山市
ふ く や ま し

社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

審
しん

議
ぎ

会
かい

障
しょう

がい福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

（第
だい

４回
かい

） 

 

福山市
ふ く や ま し

社会
しゃかい

福祉審
ふ く し し ん

議会
ぎ か い

（答申
とうしん

） 
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【３】福山市
ふくやまし

社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

審議会障
しんぎかいしょう

がい福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

  

５０音
おん

順
じゅん

・敬称
けいしょう

略
りゃく

 

名
な

 前
まえ

 所属
し ょ ぞ く

団体
だんたい

 選出
せんしゅつ

区分
く ぶ ん

 備
び

 考
こ う

 

有木
あ り き

 美恵
よ し え

 福山市
ふくやまし

薬剤師会
やくざいしかい

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

大石
おおいし

 豪彦
たかひこ

 福山市
ふくやまし

医師会
い し か い

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

北村
きたむら

 環
たまき

  福山市
ふくやまし

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

家族会
かぞくかい

（バラ会
かい

） 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

坂井
さ か い

 洋子
よ う こ

 福
ふく

山手
や ま て

をつなぐ育成会
いくせいかい

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

田原
た は ら

 美恵子
み え こ

 福山市
ふくやまし

連合
れんごう

民生
みんせい

・児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

崔
チェ

 銀
ウン

珠
ジュ

 福山
ふくやま

平成
へいせい

大学
だいがく

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

根本
ね も と

 敏
とし

太郎
た ろ う

 福山市
ふくやまし

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

野島
の じ ま

 洋樹
ひ ろ き

 府中
ふちゅう

地区
ち く

医師会
い し か い

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 分科
ぶ ん か

会長
かいちょう

 

長谷川
は せ が わ

 貴一
たかかず

 福山市
ふくやまし

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

従事者
じゅうじしゃ

 分科会
ぶんかかい

副会長
ふくかいちょう

 

長谷部
は せ べ

 大介
だいすけ

 連合
れんごう

広島
ひろしま

福山
ふくやま

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

藤田
ふ じ た

 博久
ひろひさ

 深安
ふかやす

地区
ち く

医師会
い し か い

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

風呂
ふ ろ

川
かわ

 彰
あきら

 福山市
ふくやまし

歯科
し か

医師会
い し か い

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

法
ほう

木
ぎ

 昭一
しょういち

 福山市
ふくやまし

議会
ぎ か い

 市議
し ぎ

会議員
かいぎいん

 
 

宮
みや

﨑
ざき

 一
ひとつ

松
まつ

 福山市
ふくやまし

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）父母
ふ ぼ

の会
かい

連合会
れんごうかい

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 
 

吉
よし

久
ひさ

 宏一
こういち

 松永
まつなが

沼隈
ぬまくま

地区
ち く

医師会
い し か い

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ
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 【４】意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

を行
おこな

った障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

一覧
いちらん

  

５０音
おん

順
じゅん

 

親子
お や こ

セルフヘルプ遊
ゆう

  

ＣＩＬ
シーアイエル

かんなべ  

障害者
しょうがいしゃ

と暮
く

らしをつくる会
かい

 

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

と権利
け ん り

を守
まも

る広島県
ひろしまけん

東部
と う ぶ

連絡会
れんらくかい

  

日本
に ほ ん

オストミー協会
きょうかい

 広島県
ひろしまけん

東部
と う ぶ

支部
し ぶ

 福
ふく

友会
ゆうかい

  

ピープルファーストヒロシマ 

広島県
ひろしまけん

東部
と う ぶ

子
こ

どもの療育
りょういく

を守
まも

る親
おや

の会
かい

  

広島
ひろしま

低肺
ていはい

友
とも

の会
かい

  

福山市
ふくやまし

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）父母
ふ ぼ

の会
かい

連合会
れんごうかい

 

福山市
ふくやまし

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）施設
し せ つ

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

  

福山市
ふくやまし

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）父母
ふ ぼ

の会
かい

 

福山市
ふくやまし

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

 

福山市
ふくやまし

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

家族会
かぞくかい

（バラ会
かい

） 

福山市
ふくやまし

難聴児
なんちょうじ

親
おや

の会
かい

 

福山市
ふくやまし

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 

福山
ふくやま

小規模
しょうきぼ

作業所
さぎょうしょ

連絡会
れんらくかい

 

福山
ふくやま

地域
ち い き

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 

福
ふく

山
やま

地区
ち く

認知症
にんちしょう

の人
ひと

と家族
か ぞ く

の会
かい
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福
ふく

山手
や ま て

をつなぐ育成会
いくせいかい

 

福山
ふくやま

脳
のう

卒中者
そっちゅうしゃ

友
とも

の会
かい

（あゆみの会
かい

） 

療育
りょういく

を考
かんが

える親
おや

の会
かい

「ひよこクラブ」 
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【５】用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

１ 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づくサービス等
とう

 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づくサービスは自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

と地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

があります。 

自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

は，障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス，相談
そうだん

支援
し え ん

，補
ほ

装具
そ う ぐ

，自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

のサービスからなり

ます。 

  

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスは，介護
か い ご

給付
きゅうふ

と訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

からなり， 

介護
か い ご

給付
きゅうふ

には， 

居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ），重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

，行動
こうどう

援護
え ん ご

，同行
どうこう

援護
え ん ご

，重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

，

生活
せいかつ

介護
か い ご

，療養
りょうよう

介護
か い ご

，短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ），施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

があります。 

訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

には， 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

，生活
せいかつ

訓練
くんれん

，宿泊型
しゅくはくがた

自立
じ り つ

訓練
くんれん

），就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

，就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ
エー

型
がた

），

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ
ビー

型
がた

），就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

，自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

，共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム）

があります。  

 

相談
そうだん

支援
し え ん

には， 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

，地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

，地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

があります。  

また，障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

として，児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

，放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス，医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

，

保育
ほ い く

所
しょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

，障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

，居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

があります。 

 

計画
けいかく

対象外
たいしょうがい

である，補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

の支給
しきゅう

，自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

に更生
こうせい

医療
いりょう

，育成
いくせい

医療
いりょう

，精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

があ

ります。 
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地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

は，市町
し ま ち

が行
おこな

う事業
じぎょう

と県
けん

が行
おこな

う事業
じぎょう

に分
わ

かれ，市町
し ま ち

が行
おこな

う事業
じぎょう

は，さらに

必須
ひ っ す

事業
じぎょう

と選択的
せんたくてき

事業
じぎょう

に区分
く ぶ ん

されます。  

必須
ひ っ す

事業
じぎょう

は， 

相談
そうだん

支援
し え ん

，コミュニケーション支援
し え ん

，日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

，移動
い ど う

支援
し え ん

，成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

支援
し え ん

，

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター，障
しょう

がい児
じ

等
とう

療育
りょういく

支援
し え ん

です。 

選択的
せんたくてき

事業
じぎょう

は， 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

，福祉
ふ く し

ホーム，訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービスなどです。  

  

また，地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

のうち専門性
せんもんせい

の高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

，その他
ほか

広域的
こういきてき

事業
じぎょう

，人材
じんざい

育成
いくせい

などにつ

いては広島県
ひろしまけん

が行
おこな

い，市町
し ま ち

の事業
じぎょう

を支援
し え ん

します。 

 

【自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

】 

種
し ゅ

 目
も く

 サービス種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

介
護

か

い

ご

給
付

き
ゅ
う
ふ 

居宅
きょた く

介護
か い ご

 

（ホームヘルプ） 

ヘルパーが自宅
じ た く

を訪問
ほうもん

し，介護
か い ご

や援助
えんじょ

を提供
ていきょう

するサービスです。 

入浴
にゅうよく

や食事
しょくじ

，トイレの介護
か い ご

など，身体的
しんたいてき

なサービス提供
ていきょう

を中心
ちゅうしん

と

した介護
か い ご

を行
おこな

う「身体
しんたい

介護
か い ご

」，料理
りょうり

や買
か

い物
もの

，掃除
そ う じ

など，家事的
か じ て き

な

サービス提供
ていきょう

を中心
ちゅうしん

とした援助
えんじょ

を行
おこな

う「家事
か じ

援助
えんじょ

」，通院
つういん

や市
し

役所
やくしょ

などへ出
で

かけるときの介助
かいじょ

を提
てい

供
きょう

する「通院
つういん

等
とう

乗降
じょうこう

介助
かいじょ

」や「通院
つういん

等
とう

介助
かいじょ

」があります。 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

の身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

，知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

に，ヘルパーが身体
しんたい

介護
か い ご

や家事
か じ

援助
えんじょ

，外出
がいしゅつ

の支援
し え ん

などの総合的
そうごうてき

な
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居宅
きょたく

介護
か い ご

サービスを提供
ていきょう

します。 

 

種
し ゅ

 目
も く

 サービス種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

介
護

か

い

ご

給
付

き
ゅ
う
ふ 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

や精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

に，行動
こうどう

するときに必要
ひつよう

な危険
き け ん

回避
か い ひ

のための援護
え ん ご

，外出
がいしゅつ

するときの移動中
いどうちゅう

の介護
か い ご

などをヘルパーが

提供
ていきょう

します。 

同行
どうこ う

援護
え ん ご

 

視覚
し か く

障
しょう

がいにより，移動
い ど う

に 著
いちじる

しい困難
こんなん

がある障
しょう

がい者
しゃ

の外出
がいしゅつ

時
じ

にヘルパーが同行
どうこう

し，情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や援護
え ん ご

などを行
おこな

います。 

重度
じゅうど

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

常時
じょうじ

介護
か い ご

が必要
ひつよう

な最重度
さいじゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

に，居宅
きょたく

介護
か い ご

を始
はじ

め，日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスやグループホームなど複数
ふくすう

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスを

包括的
ほうかつてき

に提供
ていきょう

します。 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 

常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする障
しょう

がい者
しゃ

に，施設
し せ つ

などで入浴
にゅうよく

，排
はい

せつ，食事
しょくじ

の介護
か い ご

のほか，創作的
そうさくてき

活動
かつどう

や生産的
せいさんてき

活動
かつどう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

します。 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 

医療
いりょう

と常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする障
しょう

がい者
しゃ

に，医療
いりょう

機関
き か ん

において，機能
き の う

訓練
くんれん

や医療
いりょう

，療 養 上
りょうようじょう

の管理
か ん り

や看護
か ん ご

，医学的
いがくてき

管理
か ん り

に基
もと

づく介護
か い ご

など

を提供
ていきょう

します。 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（ショートステイ） 

自宅
じ た く

において介護
か い ご

が一時的
いちじてき

に困難
こんなん

になった場合
ば あ い

に，短期間
たんきかん

施設
し せ つ

に

入所
にゅうしょ

し，夜間
や か ん

も含
ふく

め施設
し せ つ

で入浴
にゅうよく

や排
はい

せつ，食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを提供
ていきょう

します。 障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

などにおいて実施
じ っ し

する福祉型
ふくしがた

と，医療
いりょう

機関
き か ん

などにおいて実施
じ っ し

する医療型
いりょうがた

の２種類
しゅるい

があります。 
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種
し ゅ

 目
も く

 サービス種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

介
護

か

い

ご

給
付

き
ゅ
う
ふ 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などにおいて居住
きょじゅう

の場
ば

を提供
ていきょう

するとともに，夜間
や か ん

・日中
にっちゅう

活動
かつどう

のない日
ひ

において日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

訓
練

く
ん
れ
ん

等 と
う

給
付

き
ゅ
う
ふ 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

・社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

めるよう，必要
ひつよう

な身体
しんたい

機能
き の う

向上
こうじょう

などの訓練
くんれん

を 行
おこな

います。１年
ねん

６か月
げつ

の有
ゆう

期限
き げ ん

での

利用
り よ う

となります。 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

や精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

，社会
しゃかい

生活
せいかつ

を

営
いとな

めるよう，生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

訓練
くんれん

や一定
いってい

期間
き か ん

居住
きょじゅう

の場
ば

を提供
ていきょう

し，

地域
ち い き

移行
い こ う

に向
む

けた関係
かんけい

機関
き か ん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

などの支援
し え ん

を 行
おこな

います。

２年
ねん

の有
ゆう

期限
き げ ん

での利用
り よ う

となります。 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する人
ひと

に，生産
せいさん

活動
かつどう

などを通
つう

じて知識
ち し き

や能力
のうりょく

を養成
ようせい

す

ることで，適性
てきせい

にあった就労
しゅうろう

ができるよう，また職場
しょくば

への定着
ていちゃく

が

できるよう必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。２年
ねん

の有
ゆう

期限
き げ ん

での利用
り よ う

となりま

す。（養成
ようせい

施設
し せ つ

の場合
ば あ い

は，３年
ねん

又
また

は５年
ねん

） 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ
エー

型
がた

） 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な 障
しょう

がい者
しゃ

を雇用
こ よ う

し，生産
せいさん

活動
かつどう

などを通
つう

じて知識
ち し き

や能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。事業
じぎょう

者
しゃ

と利用
り よ う

者
しゃ

は

雇用
こ よ う

契約
けいやく

を締結
ていけつ

し，労働
ろうどう

関係
かんけい

法規
ほ う き

が適用
てきよう

されます。 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ
ビー

型
がた

） 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

などでの就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な 障
しょう

がい者
しゃ

に， 働
はたら

く場
ば

を提供
ていきょう

する

とともに，就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

や能力
のうりょく

向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を
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行
おこな

います。 

 

種
し ゅ

 目
も く

 サービス種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

訓
練

く
ん
れ
ん

等 と
う

給
付

き
ゅ
う
ふ 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

した 障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

に 伴
ともな

って 生
しょう

じた生活面
せいかつめん

で

の課題
か だ い

について，企業
きぎょう

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を 行
おこな

い，指導
し ど う

・

助言
じょげん

などの必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

グループホーム

（共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

） 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

を営
いとな

む場
ば

において，入浴
にゅうよく

・排
はい

せつ・食事
しょくじ

など日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

必要
ひつよう

な介護
か い ご

の提供
ていきょう

や援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

一人
ひ と り

暮
ぐ

らしに必要
ひつよう

な理解力
りかいりょく

や生
せい

活力
かつりょく

を 補
おぎな

うため，定期的
ていきてき

な居宅
きょたく

訪問
ほうもん

や随時
ず い じ

の対応
たいおう

により，必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

，助言
じょげん

や支援
し え ん

を行
おこな

い，

また，医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

います。 

相
談

そ
う
だ
ん

支
援

し

え

ん 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスを利用
り よ う

する障
しょう

がい者
しゃ

に，サービスの利用
り よ う

開始
か い し

時
じ

や更新
こうしん

，変更
へんこう

の際
さい

に利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

するとともに，定期的
ていきてき

に利用
り よ う

状 況
じょうきょう

を検証
けんしょう

し，また，サービス提供
ていきょう

事業者
じぎょうしゃ

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

い

ます。 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 

障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

や更生
こうせい

施設
し せ つ

などに入所
にゅうしょ

又
また

は精神
せいしん

科
か

病院
びょういん

に入院
にゅういん

している障
しょう

がい者
しゃ

に，退所
たいしょ

・退院
たいいん

後
ご

の住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

や地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

するための相談
そうだん

や支援
し え ん

を行
おこな

います。 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

施設
し せ つ

・病院
びょういん

からの退所
たいしょ

・退院
たいいん

，家族
か ぞ く

同居
どうきょ

から一人
ひ と り

暮
ぐ

らしに移行
い こ う

した

障
しょう

がい者
しゃ

に，障
しょう

がいの特性
とくせい

から生
しょう

じる緊急
きんきゅう

時
じ

などの相談
そうだん

と支援
し え ん
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を行
おこな

います。 

 

種
しゅ

 目
もく

 サービス種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

補 ほ

装
具

そ

う

ぐ 

補
ほ

装具
そ う ぐ

費
ひ

の支給
しきゅう

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

（児
じ

）の 失
うしな

われた部位
ぶ い

，障
しょう

がいのある部位
ぶ い

を 補
おぎな

っ

て必要
ひつよう

な身体
しんたい

機能
き の う

を獲得
かくとく

し，あるいは 補
おぎな

うために用
もち

いられる装具
そ う ぐ

（補
ほ

装具
そ う ぐ

）の購入
こうにゅう

，修理
しゅうり

及
およ

び借受
か り う

けに要
よう

する費用
ひ よ う

を支給
しきゅう

します。 

自
立

じ

り

つ

支
援

し

え

ん

医
療

い
り
ょ
う 

更生
こうせい

医療
いりょう

 

１８歳
さい

以上
いじょう

の身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

の所持者
しょじしゃ

で，その 障
しょう

がいを除去
じょきょ

・

軽減
けいげん

する手術
しゅじゅつ

などの治療
ちりょう

により確実
かくじつ

に効果
こ う か

が期待
き た い

できる者
もの

に対
たい

し

て，障
しょう

がいを除去
じょきょ

・軽減
けいげん

するための医療
いりょう

について医療
いりょう

費
ひ

の自己
じ こ

負担
ふ た ん

額
がく

を軽減
けいげん

します。 

育成
いくせい

医療
いりょう

 

１８歳
さい

未満
み ま ん

で，そのまま放置
ほ う ち

すると将来
しょうらい

障
しょう

がいを残
のこ

すと認
みと

められ

る児童
じ ど う

などで，その障
しょう

がいを除去
じょきょ

・軽減
けいげん

する手術
しゅじゅつ

などの治療
ちりょう

によ

り確実
かくじつ

に効果
こ う か

が期待
き た い

できる者
もの

に対
たい

して，障
しょう

がいを除去
じょきょ

・軽減
けいげん

するた

めの医療
いりょう

について，医療
いりょう

費
ひ

の自己
じ こ

負担
ふ た ん

額
がく

を軽減
けいげん

します。 

精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

 

精神
せいしん

疾患
しっかん

を有
ゆう

する者
もの

で，通院
つういん

による精神
せいしん

医療
いりょう

を継続的
けいぞくてき

に要
よう

する者
もの

に

対
たい

して，障
しょう

がいを軽減
けいげん

するための医療
いりょう

について，医療
いりょう

費
ひ

の自己
じ こ

負担
ふ た ん

額
がく

を軽減
けいげん

します。 
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【地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

】 

種
しゅ

 目
もく

 サービス種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

必
須

ひ

っ

す

事
業

じ
ぎ
ょ
う 

相談
そうだん

支援
し え ん

 

障
しょう

がい者
しゃ

などからの相談
そうだん

に応
おう

じ，必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や助言
じょげん

その

他
た

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスなどの利用
り よ う

支援
し え ん

などを行
おこな

うとともに，権利
け ん り

擁護
よ う ご

のために必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を行
おこな

うことにより，障
しょう

がい者
しゃ

などが自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよう関係
かんけい

機関
き か ん

と

連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を図
はか

りながら支援
し え ん

します。 

コミュニケー

ション支援
し え ん

 

聴覚
ちょうかく

，言語
げ ん ご

，音声
おんせい

機能
き の う

に障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し，手話
し ゅ わ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

の通
つう

訳者
やくしゃ

などを派遣
は け ん

し，コミュニケーションを支援
し え ん

します。 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

上
じょう

の便宜
べ ん ぎ

を図
はか

るための用具
よ う ぐ

の購入
こうにゅう

に要
よう

する費用
ひ よ う

を支給
しきゅう

します。 

移動
い ど う

支援
し え ん

 

社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

不可欠
ふ か け つ

な外出
がいしゅつ

や余暇
よ か

活動
かつどう

などの社会
しゃかい

参加
さ ん か

のための

外出
がいしゅつ

時
じ

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

にあたって，申立
もうしたて

をする家族
か ぞ く

などがいない

場合
ば あ い

に，制度
せ い ど

利用
り よ う

について支援
し え ん

するとともに，収 入
しゅうにゅう

が無
な

く利用
り よ う

で

きない場合
ば あ い

に申立
もうしたて

に必要
ひつよう

な経費
け い ひ

などの全部
ぜ ん ぶ

又
また

は一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

しま

す。 
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種
し ゅ

 目
も く

 サービス種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

必
須

ひ

っ

す

事
業

じ
ぎ
ょ
う 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 

障
しょう

がい者
しゃ

が地域
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

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

む

ことができるよう，相談
そうだん

や創作的
そうさくてき

活動
かつどう

又
また

は生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

し，社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

の促進
そくしん

を図
はか

るとともに，日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

障
しょう

がい児
じ

等
とう

療育
りょういく

支援
し え ん

（訪問
ほうもん

療育
りょういく

・

外来
がいらい

療育
りょういく

） 

在宅
ざいたく

の 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障
しょう

がい児
じ

，知的
ち て き

障
しょう

がい児
じ

，発達
はったつ

に課題
か だ い

のある

児童
じ ど う

などに訪問
ほうもん

・外来
がいらい

による療育
りょういく

相談
そうだん

・指導
し ど う

のほか保育所
ほいくしょ

などの

職員
しょくいん

に対
たい

する療育
りょういく

技術
ぎじゅつ

の指導
し ど う

などを行
おこな

います。 

選
択
的

せ
ん
た
く
て
き

事
業

じ
ぎ
ょ
う 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 

日中
にっちゅう

において，一時的
いちじてき

に見
み

守
まも

りなどが必要
ひつよう

な障
しょう

がい者
しゃ

などに，見
み

守
まも

りや日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を提供
ていきょう

します。また，機能
き の う

訓練
くんれん

，創作
そうさく

活動
かつどう

，

交流
こうりゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

を行
おこな

います。 

福祉
ふ く し

ホーム 

家庭
か て い

環境
かんきょう

などの理由
り ゆ う

により，住居
じゅうきょ

を必要
ひつよう

としている障
しょう

がい者
しゃ

に，

低額
ていがく

な料金
りょうきん

で，居室
きょしつ

やその他
た

の設備
せ つ び

を提供
ていきょう

し，日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な

援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

 

サービス 

自宅
じ た く

での入浴
にゅうよく

や施設
し せ つ

に通所
つうしょ

しての入浴
にゅうよく

が困難
こんなん

な重度
じゅうど

身体
しんたい

障
しょう

がい

者
しゃ

に，専用
せんよう

の浴槽
よくそう

を搭載
とうさい

した車
くるま

で自宅
じ た く

を訪問
ほうもん

し，入浴
にゅうよく

のサービス

を提供
ていきょう

します。 
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【障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

】 

種
し ゅ

 目
も く

 サービス種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

障
し
ょ
う

が
い
児 じ

通
所

つ
う
し
ょ

支
援

し

え

ん 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

療育
りょういく

が必要
ひつよう

とされる未就学
みしゅうがく

の児童
じ ど う

に，日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な

動作
ど う さ

の指導
し ど う

や集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

のための訓練
くんれん

などを行
おこな

います。 

放課後
ほ う か ご

等
とう

 

デイサービス 

就学
しゅうがく

している児童
じ ど う

に，授業
じゅぎょう

の終了後
しゅうりょうご

や学校
がっこう

の休 業
きゅうぎょう

日
び

において，

生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

，社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

促進
そくしん

など，必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

保育所
ほいくしょ

等
とう

 

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

保育所
ほいくしょ

などを訪問
ほうもん

し，障
しょう

がい児
じ

が，障
しょう

がい児
じ

以外
い が い

の児童
じ ど う

との集団
しゅうだん

生活
せいかつ

において，適応
てきおう

するための訓練
くんれん

や交流
こうりゅう

の促進
そくしん

など，専門的
せんもんてき

な

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

肢体
し た い

に障
しょう

がいのある未就学
みしゅうがく

の児童
じ ど う

に，日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な

動作
ど う さ

の指導
し ど う

や集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

のための訓練
くんれん

などを，治療
ちりょう

と合
あ

わ

せて行
おこな

います。 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

重度
じゅうど

の 障
しょう

がい等
とう

の状態
じょうたい

にある 障
しょう

がい児
じ

に発達
はったつ

支援
し え ん

が提供
ていきょう

でき

るよう居宅
きょたく

を訪問
ほうもん

して，日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

の指導
し ど う

や

知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

及
およ

び生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のための必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

いま

す。 
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障
し
ょ
う

が
い
児 じ

相
談

そ
う
だ
ん

支
援

し

え

ん 

障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

障
しょう

がい児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

を利用
り よ う

する児童
じ ど う

に，サービスの利用
り よ う

開始
か い し

時
じ

や

更新
こうしん

，変更
へんこう

の際
さい

に利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

するとともに，定期的
ていきてき

に利用
り よ う

状 況
じょうきょう

を検証
けんしょう

し，また，サービス提供
ていきょう

事業者
じぎょうしゃ

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

います。 
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２ 本文中
ほんぶんちゅう

の用語
よ う ご

の説明
せつめい

 

 

 

あ行
ぎょう

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

と福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

や自営
じ え い

などで働
はたら

く場合
ば あ い

を「一般
いっぱん

就労
しゅうろう

」といい，福祉
ふ く し

施設
し せ つ

で支援
し え ん

を受
う

けながら訓練
くんれん

を

兼
か

ねて働
はたら

く場合
ば あ い

を「福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

」といいます。 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

には，企業
きぎょう

就 職
しゅうしょく

など一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に向
む

け訓練
くんれん

する「就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

」，施設
し せ つ

で継続
けいぞく

して働
はたら

き，賃金
ちんぎん

及
およ

び工賃
こうちん

を得
え

る「就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ
エー

型
がた

・Ｂ
ビー

型
がた

）」などがあります。 

 

医療的
いりょうてき

ケア 

たんの吸引
きゅういん

や，鼻
はな

などから管
くだ

を通
とお

して栄養剤
えいようざい

を流
なが

し込
こ

む経管
けいかん

栄養
えいよう

など，医師
い し

の指示
し じ

に基
もと

づき

医療的
いりょうてき

介助
かいじょ

を行
おこな

うことです。 

また，医療的
いりょうてき

ケア児
じ

とは，日常
にちじょう

生活
せいかつ

を行
おこな

ううえで医療的
いりょうてき

ケアが介助者
かいじょしゃ

の支援
し え ん

により提供
ていきょう

さ

れている 18歳
さい

までの児童
じ ど う

のことです。 

 

おもちゃ図書館
としょかん

 

すこやかセンターに開設
かいせつ

されている多目的
たもくてき

スペースです。障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず，子
こ

ども

たちがおもちゃで遊
あそ

ぶことでいきいきと楽
たの

しく過
す

ごすことを目的
もくてき

としています。 
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か行
ぎょう

 

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（クローバー） 

障
しょう

がいの種別
しゅべつ

等
とう

は問
と

わず， 障
しょう

がい者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を支援
し え ん

し，地域
ち い き

で安心
あんしん

して

生活
せいかつ

できるよう総合
そうごう

相談
そうだん

や専門
せんもん

の相談員
そうだんいん

による相談
そうだん

を行
おこな

っています。 

 

ケアマネジメント 

生活
せいかつ

困難
こんなん

な状態
じょうたい

になり援助
えんじょ

を必要
ひつよう

とする利用者
りようしゃ

が迅速
じんそく

かつ効果的
こうかてき

に，必要
ひつよう

とされる全
すべ

ての

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

サービスを受
う

けられるように調整
ちょうせい

することを目的
もくてき

とした援助
えんじょ

展開
てんかい

の方法
ほうほう

のこ

とです。 

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

センター 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

が利用
り よ う

しやすくなるよう，制度
せ い ど

の利用
り よ う

の相談
そうだん

や市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の養成
ようせい

などを行
おこな

って

います。 

 

工賃
こうちん

 

福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

を 行
おこな

っている施設
し せ つ

等
とう

が，生産
せいさん

活動
かつどう

に 係
かかわ

る事業
じぎょう

の 収 入
しゅうにゅう

から生産
せいさん

活動
かつどう

に 係
かかわ

る

事業
じぎょう

に必要
ひつよう

な経費
け い ひ

を控除
こうじょ

した額
がく

に相当
そうとう

する金額
きんがく

を，利用者
りようしゃ

に配分
はいぶん

するお金
かね

です。 

 

ことばの相談室
そうだんしつ

 

ことばやコミュニケーションが気
き

になる小学校
しょうがっこう

就学前
しゅうがくまえ

の子
こ

どもについての相談
そうだん

に応
おう

じ，

個別
こ べ つ

指導
し ど う

を行
おこな

っています。 
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さ行
ぎょう

 

児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

 

児童
じ ど う

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

の精神
せいしん

にのっとり，全
すべ

ての児童
じ ど う

が，福祉
ふ く し

を等
ひと

しく保障
ほしょう

される権利
け ん り

を

有
ゆう

することを示
しめ

すとともに 児童
じ ど う

に関
かん

する様々
さまざま

な支援
し え ん

等
とう

について定
さだ

めた法律
ほうりつ

です。 

 

就労
しゅうろう

パスポート 

障
しょう

がいのある人
ひと

が， 働
はたら

くうえでの自分
じ ぶ ん

の特徴
とくちょう

やアピールポイント，希望
き ぼ う

する配慮
はいりょ

などを

就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

と一緒
いっしょ

に整理
せ い り

し， 就 職
しゅうしょく

や職場
しょくば

定着
ていちゃく

に向
む

け，職場
しょくば

や支援
し え ん

機関
き か ん

と必要
ひつよう

な支援
し え ん

につ

いて話
はな

し合
あ

う際
さい

に活用
かつよう

できる情報
じょうほう

共有
きょうゆう

ツールです。 

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

 

障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

等
とう

のための施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定
さだ

めることなどに

より，障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

などのための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

するこ

とを目的
もくてき

とした法律
ほうりつ

です。 

 

障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター 

障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

，早期
そ う き

対応
たいおう

をするため，虐待
ぎゃくたい

の通報
つうほう

，届出
とどけで

の受理
じ ゅ り

や相談
そうだん

，助言
じょげん

な

どを行
おこな

っています。 

 

障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

奨励
しょうれい

金
きん

制度
せ い ど

 

障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

と雇用
こ よ う

の安定
あんてい

を図
はか

るため，市内
し な い

の障
しょう

がい者
しゃ

を雇用
こ よ う

（就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ
エー

型
がた

を除
のぞ

く。）する事
じ

業主
ぎょうぬし

に対
たい

し，国
くに

の「特定
とくてい

求 職 者
きゅうしょくしゃ

雇用
こ よ う

開発
かいはつ

助成金
じょせいきん

」の期間
き か ん

終了後
しゅうりょうご

，継続
けいぞく

し
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て雇用
こ よ う

した場合
ば あ い

に奨励
しょうれい

金
きん

を交
こう

付
ふ

する制度
せ い ど

です。 

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

 

正式
せいしき

名称
めいしょう

を「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」といい，行政
ぎょうせい

機関
き か ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して， 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

や， 障
しょう

がい者
しゃ

から社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

の，合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

について定
さだ

めた法律
ほうりつ

です。 

 

障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

 

国民
こくみん

の 間
あいだ

に広
ひろ

く 障
しょう

がい者
しゃ

の福祉
ふ く し

についての関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるとともに 障
しょう

がい者
しゃ

が

社会
しゃかい

，経済
けいざい

，文化
ぶ ん か

その他
た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

する意欲
い よ く

を高
たか

めることを目的
もくてき

とし

て，障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

により，１２月
がつ

３日
にち

から１２月
がつ

９日
にち

までの１週間
しゅうかん

を 障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

と定
さだ

め

ています。 

 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

 

正式
せいしき

名称
めいしょう

を「障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

」といい，地域
ち い き

社会
しゃかい

における共生
きょうせい

の実現
じつげん

に向
む

けて，障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

など，障
しょう

がい者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

することを定
さだ

めた法律
ほうりつ

です。 

 

障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

 

障
しょう

がい者
しゃ

又
また

はその家族
か ぞ く

が，在宅
ざいたく

の障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

の相談
そうだん

を受
う

け，指導
し ど う

を行
おこな

うほか，関係
かんけい

機関
き か ん

との連絡
れんらく

・調整
ちょうせい

を行
おこな

います。 
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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

 

通称
つうしょう

を「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」といい，障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

や基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

を確保
か く ほ

し，障
しょう

が

い者
しゃ

固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

することを目的
もくてき

として， 障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するための措置
そ ち

などについて規定
き て い

した条約
じょうやく

です。 

 

小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療
いりょう

 

小児
しょうに

慢性
まんせい

疾病
しっぺい

で，長期
ちょうき

にわたる療養
りょうよう

を必要
ひつよう

とし，医療費
いりょうひ

も高額
こうがく

となるもののうち，国
くに

が指定
し て い

する疾病
しっぺい

で一定
いってい

の基準
きじゅん

をみたす状態
じょうたい

にある場合
ば あ い

に，医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

等
とう

の支援
し え ん

をする制度
せ い ど

です。 

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

 

特定
とくてい

の身体
しんたい

機能
き の う

が失
うしな

われたり，著
いちじる

しい制約
せいやく

がある人
ひと

に対
たい

し交付
こ う ふ

される手帳
てちょう

です。手帳
てちょう

には，

障
しょう

がいの種別
しゅべつ

やその程度
て い ど

等
とう

が表示
ひょうじ

されています。 

 

生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

 

食
しょく

習慣
しゅうかん

，運動
うんどう

習慣
しゅうかん

，休養
きゅうよう

，喫煙
きつえん

，飲酒
いんしゅ

などの生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

が，その発症
はっしょう

・進行
しんこう

に関与
か ん よ

する

疾患群
しっかんぐん

を指
さ

します。例
たと

えば，糖 尿 病
とうにょうびょう

（１型
がた

糖 尿 病
とうにょうびょう

を除く。）・脂質
し し つ

異常症
いじょうしょう

（家族性
かぞくせい

脂質
し し つ

異常症
いじょうしょう

を除
のぞ

く）・高血圧症
こうけつあつしょう

・高尿酸
こうにょうさん

血症
けっしょう

等
とう

が含
ふく

まれます。 

 

請求
せいきゅう

審査
し ん さ

システム 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

にかかる給付費
きゅうふひ

の審査
し ん さ

・支払
しはらい

について，国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

と

連携
れんけい

し，効果的
こうかてき

・効率的
こうりつてき

に事務
じ む

を行
おこな

う仕組
し く

みです。 

 



 

230 

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 

精神
せいしん

疾患
しっかん

がある人
ひと

のうち，精神障
せいしんしょう

がいのため日常
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

に困難
こんなん

がある人
ひと

に対
たい

し

て交付
こ う ふ

される手帳
てちょう

です。 

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

知的
ち て き

障
しょう

がい，精神障
せいしんしょう

がい，認知症
にんちしょう

などの理由
り ゆ う

により物事
ものごと

を判断
はんだん

する能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない人
ひと

に

代
か

わって，後見人
こうけんにん

などがその人
ひと

の権利
け ん り

や財産
ざいさん

を守
まも

る制度
せ い ど

です。 

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進法
そくしんほう

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

の促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

することを目的
もくてき

とする

法律
ほうりつ

です。  

 

た行
ぎょう

 

第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

又
また

は利用者
りようしゃ

以外
い が い

の第三者
だいさんしゃ

が福祉
ふ く し

サービスの評価
ひょうか

を行
おこな

い，利用者
りようしゃ

などへ客観的
きゃっかんてき

評価
ひょうか

に

基
もと

づく情報
じょうほう

の提供
ていきょう

とサービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るものです。 

 

地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

 

制度
せ い ど

・分野
ぶ ん や

の枠
わく

や，「支
ささ

える側
がわ

」「支
ささ

えられる側
がわ

」という従来
じゅうらい

の関係
かんけい

を超
こ

えて，人
ひと

と人
ひと

，人
ひと

と

社会
しゃかい

がつながり，一人
ひ と り

一人
ひ と り

が生
い

きがいや役割
やくわり

を持
も

ち，助
たす

け合
あ

いながら暮
く

らしていくことのでき

る社会
しゃかい

です。 
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地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

 

障
しょう

がい者
しゃ

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，居住
きょじゅう

支援
し え ん

のための機能
き の う

（相談
そうだん

，体験
たいけん

の

機会
き か い

・場
ば

，緊急
きんきゅう

時
じ

の受入
うけいれ

・対応
たいおう

，専門性
せんもんせい

，地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり）を，地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた創意
そ う い

工夫
く ふ う

により整備
せ い び

し，障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

える仕組
し く

みです。  

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

が，自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう，市町村
しちょうそん

が地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じて実施
じ っ し

する事業
じぎょう

です。 

 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム 

もとは，高齢者
こうれいしゃ

が可能
か の う

な限
かぎ

り住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

を継続
けいぞく

して営
いとな

むことがで

きるよう，医療
いりょう

，介護
か い ご

，介護
か い ご

予防
よ ぼ う

，住
す

まい，生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスが一体的
いったいてき

に提
てい

供
きょう

される仕組
し く

みの

ことです。 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

においても，近年
きんねん

，精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステ

ムの構築
こうちく

を進
すす

める方向
ほうこう

となっています。 

 

デイジー 

デイジー（ＤＡＩＳＹ）とは Digital
デ ジ タ ル

 Accessible
ア ク セ シ ブ ル

 Information
インフォメーション

 System
シ ス テ ム

 の 略
りゃく

で，「アク

セシブルな情報
じょうほう

システム」と訳
やく

されるデジタル録音
ろくおん

図書
と し ょ

の国際標
こくさいひょう

準規格
じゅんきかく

です。 

 

東部
と う ぶ

地域
ち い き

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
しょう

がい者
しゃ

の職 業 的
しょくぎょうてき

自立
じ り つ

を実現
じつげん

するため，就労
しゅうろう

と生活
せいかつ

についての支援
し え ん

を一体的
いったいてき

に行
おこな

ってい

る施設
し せ つ

です。 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

しては，相談
そうだん

，基礎
き そ

訓練
くんれん

，アフターケア，情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うとと
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もに職場
しょくば

開拓
かいたく

を，また事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

しては，雇用
こ よ う

や継続
けいぞく

に向
む

けたアドバイスを行
おこな

っています。 

 

特定
とくてい

医療
いりょう

（指定
し て い

難病
なんびょう

） 

原因
げんいん

が不明
ふ め い

であり，治療法
ちりょうほう

が確立
かくりつ

されていない希少
きしょう

な疾
しっ

病
ぺい

で長期
ちょうき

にわたる療養
りょうよう

が必要
ひつよう

となる

もののうち，良質
りょうしつ

かつ適切
てきせつ

な医療
いりょう

の確保
か く ほ

を図
はか

る必要性
ひつようせい

が高
たか

いものとして国
くに

が指定
し て い

する疾病
しっぺい

にか

かっている人
ひと

に医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

等
とう

の支援
し え ん

をする制度
せ い ど

です。 

 

特定
とくてい

求 職 者
きゅうしょくしゃ

雇用
こ よ う

開発
かいはつ

助成金
じょせいきん

 

障
しょう

がい者
しゃ

や高年齢者
こうねんれいしゃ

等
とう

の就 職
しゅうしょく

困難者
こんなんしゃ

を公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていしょ

（ハローワーク）等
とう

の紹介
しょうかい

によ

り，継続
けいぞく

して雇用
こ よ う

する労働者
ろうどうしゃ

として雇
やと

い入
い

れる事業
じぎょう

主
ぬし

への助成金
じょせいきん

です。 

 

な行
ぎょう

 

農
のう

福
ふく

連携
れんけい

 

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が農業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

で活躍
かつやく

することを通
つう

じ，自信
じ し ん

や生
い

きがいを持
も

って社会
しゃかい

参画
さんかく

を実現
じつげん

し

ていく取組
とりくみ

のことです。 

 

は行
ぎょう

 

発達障
はったつしょう

がい 

自閉症
じへいしょう

，アスペルガー症候群
しょうこうぐん

，その他
た

の広汎性
こうはんせい

発達障
はったつしょう

がい，学 習 障
がくしゅうしょう

がい（ＬＤ
エルディー

），

注意欠如多動
ちゅういけつじょたどう

性
せい

障
しょう

がい（Ａ Ｄ Ｈ Ｄ
エーディーエイチディー

），その他
た

これに類
るい

する脳
のう

機能
き の う

の障
しょう

がいであって，その

症 状
しょうじょう

が通常
つうじょう

低年齢
ていねんれい

において発現
はつげん

するものです。 
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パブリックコメント 

市
し

の基本的
きほんてき

な政策
せいさく

等
とう

の策定
さくてい

又
また

は改
かい

正
せい

にあたり，その趣旨
し ゅ し

，内容
ないよう

等
とう

を広
ひろ

く公表
こうひょう

し，これに対
たい

し

て市民
し み ん

などから意見
い け ん

及
およ

び情報
じょうほう

の提出
ていしゅつ

を受
う

けるとともに，意見
い け ん

等
とう

に対
たい

する市
し

の 考
かんが

え方
かた

も公表
こうひょう

する一連
いちれん

の手続
て つ づ

きです。 

 

バリアフリー 

高齢者
こうれいしゃ

・障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が社会
しゃかい

生活
せいかつ

をしていくうえで障壁
しょうへき

（バリア）となるものを除去
じょきょ

（フリ

ー）し，物理的
ぶつりてき

，社会的
しゃかいてき

，制度的
せいどてき

，心理的
しんりてき

な障壁
しょうへき

など全
すべ

ての障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するという考
かんが

え方
かた

の

ことです。  

 

ピアサポーター 

障
しょう

がいがある人
ひと

の悩
なや

みなどを聞
き

くカウンセリング（ピアカウンセリング）や支援
し え ん

を行
おこな

う，

同
おな

じ障
しょう

がいを持
も

つ人
ひと

のことです。障
しょう

がい者
しゃ

が互
たが

いに助
たす

け合
あ

うことを，ピアサポートといいま

す。ピアとは，「仲間
な か ま

」「同僚
どうりょう

」「同
おな

じ時間
じ か ん

を共有
きょうゆう

していること・同
おな

じ立場
た ち ば

であること」を意味
い み

します。 

 

ヒアリングループ 

マイク等
とう

から入 力
にゅうりょく

された音声
おんせい

信号
しんごう

を電気
で ん き

信号
しんごう

に変換
へんかん

し，床上
ゆかうえ

に敷設
ふ せ つ

されたループ線
せん

に流
なが

す

ことで，ループ線
せん

に囲
かこ

まれた範囲内
はんいない

の補聴器
ほちょうき

等
とう

（ Ｔ
ティー

コイル対応
たいおう

のもの）に直接
ちょくせつ

音声
おんせい

を届
とど

ける

設備
せ つ び

で，目的
もくてき

の音声
おんせい

をより明瞭
めいりょう

に聞
き

き取
と

ることができるようにする機器
き き

です。 

 

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

 

風水害
ふうすいがい

や地震
じ し ん

等
とう

の災害
さいがい

時
じ

に，自力
じ り き

で避難
ひ な ん

することが困難
こんなん

な高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

などのことです。

地域
ち い き

の自主的
じしゅてき

な助
たす

け合
あ

いにより，安全
あんぜん

に避難
ひ な ん

ができる体制
たいせい

づくり（避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

制度
せ い ど

）を推進
すいしん

しています。 
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備後圏域
びんごけんいき

連携
れんけい

中枢
ちゅうすう

都市圏
と し け ん

 

福山市
ふくやまし

を中心
ちゅうしん

に，三原市
み は ら し

・尾道市
おのみちし

・府中市
ふちゅうし

・世羅町
せらちょう

・神石
じんせき

高原町
こうげんちょう

・笠岡市
かさおかし

・井原市
い ば ら し

からな

る圏域
けんいき

です。圏域
けんいき

全体
ぜんたい

の活性化
かっせいか

をめざし，産業
さんぎょう

振興
しんこう

，人材
じんざい

育成
いくせい

，福祉
ふ く し

，医療
いりょう

分野
ぶ ん や

での連携
れんけい

強化
きょうか

などに取
と

り組
く

んでいます。 

 

福祉
ふ く し

サービス調整
ちょうせい

本部
ほ ん ぶ

会議
か い ぎ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

において新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

に，感染
かんせん

拡大
かくだい

を防止
ぼ う し

する

とともに，利用者
りようしゃ

に対
たい

する必要
ひつよう

なサービスを維持
い じ

するため 関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し，地域
ち い き

の資源
し げ ん

を

活用
かつよう

してサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

を図
はか

ることを目的
もくてき

とする会議
か い ぎ

です。 

 

福祉
ふ く し

避難所
ひなんしょ

 

障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

や特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム等
とう

，生活
せいかつ

において配慮
はいりょ

を要
よう

する人
ひと

が避難
ひ な ん

生活
せいかつ

を送
おく

る

所
ところ

です。 

 

ふくやま健康
けんこう

フクイク 21いきいきプラン 2018 

市民
し み ん

の健康
けんこう

課題
か だ い

に対応
たいおう

した施策
し さ く

を展開
てんかい

し，健康
けんこう

づくりと食育
しょくいく

，自殺
じ さ つ

対策
たいさく

をより効果的
こうかてき

に進
すす

め

ていくため，「福山市
ふくやまし

健康
けんこう

増進
ぞうしん

計画
けいかく

2018」，「福山市食育
ふくやまししょくいく

推進
すいしん

計画
けいかく

2018」，「福山市
ふくやまし

命
いのち

とここ

ろを育
はぐく

む計画
けいかく

2018」の３つの計画
けいかく

を一体
いったい

のものとして策定
さくてい

しています。 

 

福山市
ふくやまし

協働
きょうどう

のまちづくり指針
し し ん

 

市民
し み ん

と行政
ぎょうせい

が一緒
いっしょ

になってまちづくりを進
すす

める「協働
きょうどう

のまちづくり」を推進
すいしん

するための指針
し し ん

です。 
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福山市
ふくやまし

高齢者
こうれいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

2021 

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

，並
なら

びに 2025年
ねん

を見据
み す

えた地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

を図
はか

るため，

高齢者
こうれいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

や介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

やめざすべき取組
とりくみ

などを定
さだ

めています。 

 

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

 

福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

をする 障
しょう

がい者
しゃ

や在宅
ざいたく

で 働
はたら

く 障
しょう

がい者
しゃ

の経済面
けいざいめん

の自立
じ り つ

を進
すす

めることなどを

目的
もくてき

とした障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

に基
もと

づき，就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

の事業所
じぎょうしょ

等
とう

から授産
じゅさん

製品
せいひん

等
とう

を優
ゆう

先的
せんてき

に調達
ちょうたつ

することや調達
ちょうたつ

目標
もくひょう

などを定
さだ

めた本市
ほ ん し

の調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

です。 

 

福山市
ふくやまし

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

障
しょう

がい者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するため，当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

，相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

，

サービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

，医療
いりょう

機関
き か ん

，教育
きょういく

，雇用
こ よ う

等
とう

の関連
かんれん

する専門
せんもん

分野
ぶ ん や

の関係者
かんけいしゃ

をメンバーとし

て支援
し え ん

体制
たいせい

に関
かん

する協議
きょうぎ

を行
おこな

う機関
き か ん

です。 

 

福山市
ふくやまし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

2017 

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に関
かん

する実態
じったい

やその動向
どうこう

を踏
ふ

まえ，住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で心
こころ

豊
ゆた

かに夢
ゆめ

を持
も

ち

続
つづ

けて暮
く

らすことができるまちづくりを計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

するために策定
さくてい

したものです。 

 

福山市
ふくやまし

ネウボラ事業
じぎょう

計画
けいかく

 

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て家庭
か て い

に対
たい

する支援
し え ん

施策
し さ く

全般
ぜんぱん

である「福山
ふくやま

ネウボラ」を推進
すいしん

していくため，「子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」及
およ

び「次
じ

世代
せ だ い

育成
いくせい

支援
し え ん

対策
たいさく

推進
すいしん

行動
こうどう

計画
けいかく

」並
なら

びに「子
こ

どもの貧困
ひんこん
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対策
たいさく

計画
けいかく

」を一体
いったい

のものとして策定
さくてい

しています。 

 

福山市
ふくやまし

ひきこもり相談
そうだん

窓口
まどぐち

「ふきのとう」 

ひきこもり状態
じょうたい

にある人
ひと

やその家族
か ぞ く

が早期
そ う き

に相談
そうだん

して支援
し え ん

につながることにより，ひきこも

り状態
じょうたい

の長期化
ちょうきか

・深刻化
しんこくか

を防
ふせ

ぐことを目的
もくてき

として設置
せ っ ち

されている窓口
まどぐち

です。 

 

福山市
ふくやまし

フリースクールかがやき 

福山
ふくやま

市立
し り つ

小中学校
しょうちゅうがっこう

及
およ

び義務
ぎ む

教育
きょういく

学校
がっこう

に在籍
ざいせき

する不登校
ふとうこう

等
とう

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が安心
あんしん

して通
かよ

うことの

できる学校
がっこう

以外
い が い

の学
まな

びの場
ば

です。教員
きょういん

や友
とも

だちとの関係
かんけい

を築
きず

きながら活動
かつどう

することにより，

社会性
しゃかいせい

やコミュニケーション力
りょく

を育成
いくせい

しています。 

 

フレイル 

加齢
か れ い

に伴
ともな

って筋力
きんりょく

や心身
しんしん

の活力
かつりょく

が低
てい

下
か

し「健康
けんこう

」と「要介護
ようかいご

」の中間
ちゅうかん

の虚弱
きょじゃく

な状態
じょうたい

に

あることをいいます。 

 

ペアレントメンター，ペアレントプログラム，ペアレントトレーニング 

発達障
はったつしょう

がいの子
こ

どもの子
こ

育
そだ

ての経験
けいけん

のある親
おや

で，その育児
い く じ

経験
けいけん

を活
い

かして，子
こ

どもが発達障
はったつしょう

がいの診断
しんだん

を受
う

けて間
ま

もない親等
おやとう

に対
たい

して不安
ふ あ ん

な気持
き も

ちに寄
よ

り添
そ

った 心
こころ

のサポートや相談
そうだん

・

助言
じょげん

を行
おこな

う人
ひと

を「ペアレントメンター」といいます。メンターとは「信頼
しんらい

のおける仲間
な か ま

」とい

う意味
い み

です。  

育児
い く じ

に不安
ふ あ ん

がある保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

が，子
こ

どもの行動
こうどう

の理解
り か い

の仕方
し か た

を学
まな

び，楽
たの

しく子
こ

育
そだ

てに臨
のぞ

む自信
じ し ん

を

身
み

につけることを目的
もくてき

とした保護者
ほ ご し ゃ

支援
し え ん

のためのグループによるプログラムを「ペアレントプ

ログラム」といいます。また，「ペアレントトレーニング」では，さらに専門的
せんもんてき

な要素
よ う そ

も取
と

り入
い
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れつつ，保護者
ほ ご し ゃ

の心理的
しんりてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

や子
こ

どもの不適切
ふてきせつ

な行動
こうどう

の改善
かいぜん

などを目
め

指
ざ

します。 

 

や行
ぎょう

 

ユニバーサルデザイン 

あらかじめ，障
しょう

がいの有無
う む

，年齢
ねんれい

，性別
せいべつ

，人種
じんしゅ

等
とう

にかかわらず多様
た よ う

な人々
ひとびと

が利用
り よ う

しやすいよ

う都市
と し

や生活
せいかつ

環境
かんきょう

をデザインする考
かんが

え方
かた

です。 

 

要約
ようやく

筆記
ひ っ き

 

聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

のためのコミュニケーション支援
し え ん

の一
ひと

つで， 話
はなし

の概要
がいよう

を聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

に

文字
も じ

で伝達
でんたつ

することをいいます。 

 

ら行
ぎょう

 

ライフステージ 

乳幼児期
にゅうようじき

，学齢期
がくれいき

，成人期
せいじんき

，高齢期
こうれいき

など人
ひと

が生
う

まれてから，人生
じんせい

の各段階
かくだんかい

のことです。 

 

療育
りょういく

 

「療
りょう

」は医療
いりょう

・治療
ちりょう

を，「育
いく

」は保育
ほ い く

あるいは養育
よういく

を意味
い み

します。身体
しんたい

や知的
ち て き

に障
しょう

がいの

ある児童
じ ど う

等
とう

に早期
そ う き

発見
はっけん

，早期
そ う き

治療
ちりょう

及
およ

び相談
そうだん

・指導
し ど う

を行
おこな

うことにより 児童
じ ど う

が持
も

つ発達
はったつ

能力
のうりょく

を

有効
ゆうこう

に育
そだ

て，自立
じ り つ

生活
せいかつ

に向
む

かって育成
いくせい

することをいいます。 

 

療育
りょういく

手帳
てちょう

 

知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し，交付
こ う ふ

される手帳
てちょう

です。障
しょう

がいの程度
て い ど

等
とう

が表示
ひょうじ

されています。 
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Ｉ
アイ

 

I T
アイティー

 

情報
じょうほう

技術
ぎじゅつ

（Information
インフォメーション

 Technology
テ ク ノ ロ ジ ー

）の 略
りゃく

号
ごう

。コンピュータやインターネットの技術
ぎじゅつ

を企業
きぎょう

経営
けいえい

やコミュニケーション等
とう

の広
ひろ

い範囲
は ん い

に応用
おうよう

する技術
ぎじゅつ

や手法
しゅほう

の総称
そうしょう

です。 

 

N
エヌ

 

Net
ネット

119 

音声
おんせい

による 119番
ばん

通報
つうほう

が困難
こんなん

な聴覚
ちょうかく

・言
げん

語
ご

機能障
きのうしょう

がい者
しゃ

が円滑
えんかつ

に消防
しょうぼう

への通報
つうほう

を行
おこな

えるよ

うにするシステムのことです。 

 

S
エス

 

S N S
エスエヌエス

 

ソーシャルネットワーキングサービス（Social
ソーシャル

 Networking
ネ ッ トワ ーキ ン グ

 Service
サ ー ビ ス

）の略
りゃく

で，登録
とうろく

された

利用者
りようしゃ

同士
ど う し

が交流
こうりゅう

できるWeb
ウェブ

サイトの会員制
かいいんせい

サービスのことです。 
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