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はじめに 

                           

 

 大仙市
だいせんし

では、平成
へいせい

１８年
ねん

１０月
がつ

に「大仙
だいせん

市
し

障
しょう

がい者計画
しゃけいかく

」「第
だい

１期
き

大仙
だいせん

市
し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を、平成
へいせい

３０年
ねん

３月
がつ

に「第
だい

１期障
きしょう

がい児福祉計画
じふくしけいかく

」を策定
さくてい

以来
い ら い

、計画期間
けいかくきかん

ごとに見
み

直
なお

しを行
おこな

い、平成
へいせい

３０年
ねん

３月
がつ

には「第
だい

３次障
じしょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」を、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

には「第
だい

６期
き

障
しょう

がい福祉計画
ふくしけいかく

・第
だい

２期障
きしょう

がい児福祉計画
じふくしけいかく

」を策定
さくてい

し、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、すべて

の方々
かたがた

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができる地域
ち い き

社会
しゃかい

を目指
め ざ

し、 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

に継続
けいぞく

して取
と

り組
く

んでまいりました。 

 近年
きんねん

、障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こうれいか

や重度化
じゅうどか

、介護者
かいごしゃ

の高齢化
こうれいか

など、地域
ち い き

での生活
せいかつ

を継続
けいぞく

す

るための課題
か だ い

が生
しょう

じてきており、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

した生活
せいかつ

をおくるために

は、こうした様々
さまざま

な生活課題
せいかつかだい

に対応
たいおう

する取組
とりくみ

が求
もと

められております。 

 今般
こんぱん

、従前
じゅうぜん

の計画
けいかく

期間
き か ん

の終 了
しゅうりょう

に伴
とも

い、このような状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえながら、今後
こ ん ご

の障
しょう

がい者施策
しゃしさく

の方向性
ほうこうせい

を定
さだ

めるための新
あら

たな指針
し し ん

として「第
だい

４次障
じしょう

がい者計画
しゃけいかく

」「第
だい

７期障
きしょう

がい福祉計画
ふくしけいかく

」「第
だい

３期障
きしょう

がい児福祉計画
じふくしけいかく

」を策定
さくてい

いたしました。 

 本計画
ほんけいかく

では、ＳＤＧｓ
えすでぃじーず

の基本理念
き ほ ん り ね ん

である「誰一人取
だ れ ひ と り と

り残
のこ

さない」視点
し て ん

を取
と

り入れ、計画
けいかく

の

基本理念
き ほ ん り ね ん

である「ともに助
たす

け合
あ

い 支
ささ

え合
あ

い 安心
あんしん

して自立
じ り つ

した生活
せいかつ

をおくることができ

るまち」を目指
め ざ

し施策
し さ く

を進
すす

めてまいります。 

今後
こ ん ご

、本計画
ほんけいかく

に基
もと

づき、関係者
かんけいしゃ

の皆
みな

さまと連携
れんけい

しながら取組
とりくみ

を進
すす

めてまいりたいと存
ぞん

じ

ますので、皆様
みなさま

の一層
いっそう

のご理解
り か い

とご協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いいたします。 

結
むす

びに、本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたり、貴重
きちょう

なご意見
い け ん

やご提言
ていげん

をいただきました大
だい

仙
せん

市
し

福
ふく

祉
し

関
かん

係
けい

計
けい

画
かく

等
とう

審
しん

議
ぎ

委
い

員
いん

会
かい

の委員
い い ん

の皆様
みなさま

をはじめ、大仙市地域自立支援協議会
だいせんしちいきじりつしえんきょうぎかい

の皆様
みなさま

やアンケー

ト調
ちょう

査
さ

などを通
つう

じ貴重
きちょう

なご意見
い け ん

をいただきました多
おお

くの皆様
みなさま

に、心
こころ

から感謝
かんしゃ

と御礼
お れ い

を申
もう

し上
あ

げます。                                        

 

令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ
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だいせんしちょう
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おい
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まつ
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「障害
しょうがい

」と「障
しょう

がい」の表記
ひょうき

について 

本計画書
ほんけいかくしょ

では、法律
ほうりつ

等
とう

の名称
めいしょう

、条文
じょうぶん

の引用
いんよう

につきましては、従前
じゅうぜん

どおり漢字
か ん じ

で表記
ひょうき

し、それ以外
い が い

の場合
ば あ い

はひらがな表記
ひょうき

としています。 

このため、本計画
ほんけいかく

では「害
がい

」と「がい」の字
じ

が混在
こんざい

する表現
ひょうげん

となっています。  

 

 



 
 

１ 

第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって                     

１ 計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

と趣旨
し ゅ し

 

（１）計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

 

・国
くに

においては、平成
へいせい

１９（2007）年
ねん

に、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

の実現
じつげん

のための措置
そ ち

などを規定
き て い

した「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

」（以下
い か

本章
ほんしょう

では「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」という。）

に署名
しょめい

して以来
い ら い

、批准
ひじゅん

に向
む

けた国内法
こくないほう

の整備
せ い び

を始
はじ

めとする取組
とりくみ

を進
すす

め、平成
へいせい

２６（2014）

年
ねん

１月
がつ

に批准
ひじゅん

されました。 

 ・「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

に向
む

けた国内法
こくないほう

整備
せ い び

の一環
いっかん

として、平成
へいせい

２３（2011）年
ねん

「障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

」（昭和
しょうわ

45年法律第
ねんほうりつだい

84号
ごう

）の改正
かいせい

では、 障
しょう

がい者
しゃ

の定義
て い ぎ

が見直
み な お

され

「障害者権利条約
しょうがいしゃけんりじょうやく

」が採用
さいよう

する「社会モデル
し ゃ か い も で る

」の 考
かんが

え方
かた

や「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

」の概念
がいねん

が新
あら

たに取
と

り入
い

れられました。 

・国
くに

では、この障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づき「障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、全
すべ

ての国民
こくみん

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、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら

共生
きょうせい

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、 障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会参加
しゃかいさんか

の支援等
しえんとう

のための施策
し さ く

の

方向性
ほうこうせい

を示
しめ

しています。 

（２）計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

 ・本市
ほ ん し

では、平成
へいせい

１８（2006）年
ねん

に「大仙市
だいせんし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」「大仙市
だいせんし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を

策定
さくてい

し、以降
い こ う

、総合的
そうごうてき

、計画的
けいかくてき

に障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

に取
と

り組
く

んできました。 

 ・平成
へいせい

３０年
ねん

３月
がつ

に策定
さくてい

した「第
だい

３次
じ

大仙市
だいせんし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」、令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

に策定
さくてい

した「第
だい

６期
き

大仙市
だいせんし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

・第
だい

２期
き

大仙市
だいせんし

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」が令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ

末
まつ

には

計画
けいかく

期間
き か ん

が 終 了
しゅうりょう

することから、 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

を巡
めぐ

る最近
さいきん

の動向
どうこう

や、本市
ほ ん し

の 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

を取
と

り巻
ま

く現状
げんじょう

、これまでの取組
とりくみ

の成果
せ い か

と課題
か だ い

を踏
ふ

まえ、今後
こ ん ご

の 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の

方向性
ほうこうせい

を定
さだ

めるための新
あら

たな指針
し し ん

として「第
だい

４次
じ

大仙市
だいせんし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」「第
だい

７期
き

大仙市
だいせんし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」「第
だい

３期
き

大仙市
だいせんし

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」（以下
い か

「本計画
ほんけいかく

」という。）を

策定
さくてい

します。 



  

 
 

２ 

（３）障
しょう

がい者施策
しゃしさく

の変遷
へんせん

 

年表
ねんぴょう

 名称
めいしょう

 備考
び こ う

 

H19（2007）9月
がつ

 国連
こくれん

「障害者権利条約
しょうがいしゃけんりじょうやく

」に署名
しょめい

  

H23（2011）6月
がつ

 「障害者虐待防止法
しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう

」公布
こ う ふ

 H24年
ねん

10月
がつ

施行
し こ う

 

      8月
がつ

 「改正障害者基本法
かいせいしょうがいしゃきほんほう

」公布
こ う ふ

・施行
し こ う

  

H24（2012）4月
がつ

 「改正児童福祉法
かいせいじどうふくしほう

」施行
し こ う

 
・障

しょう

がい児
じ

通所支援
つうしょしえん

、 

障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

創設
そうせつ

 

H24（2012）6月
がつ

 
「障害者総合支援法

しょうがいしゃそうごうしえんほう

」公布
こ う ふ

 H25年
ねん

4月施行
がつしこう

 

「障害者優先調達推進法
しょうがいしゃゆうせんちょうたつすいしんほう

」公布
こ う ふ

 H25年
ねん

4月施行
がつしこう

 

H25（2013）6月
がつ

 

「改正障害者雇用促進法
かいせいしょうがいしゃこようそくしんほう

」公布
こ う ふ

 H28年
ねん

4月施行
がつしこう

 

「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

」公布
こ う ふ

 H26年
ねん

4月施行
がつしこう

 

「障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

」公布
こ う ふ

 H28年
ねん

4月施行
がつしこう

 

H26（2014）1月
がつ

 「障害者権利条約
しょうがいしゃけんりじょうやく

」公布
こ う ふ

 H26年
ねん

2月発効
がつはっこう

 

H28（2016）6月
がつ

 「改正障害者総合支援法
かいせいしょうがいしゃそうごうしえんほう

」公布
こ う ふ

 

H30年
ねん

4月施行
がつしこう

 

・自立生活援助
じりつせいかつえんじょ

就労定着支援
しゅうろうていちゃくしえん

 創設
そうせつ

 

R3（2021） 6月
がつ

 「改正障害者差別解消法
かいせいしょうがいしゃさべつかいしょうほう

」公布
こ う ふ

 

R6年
ねん

4月施行
がつしこう

 

・事業者
じぎょうしゃ

による合理的
ごうりてき

 

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

の義務化
ぎ む か

 

R4（2022） 5月
がつ

 
「障害者情報

しょうがいしゃじょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

・コミ
こ み

ュニケーション
ゅ に け ー し ょ ん

施策推進法
しさくすいしんほう

」公布
こ う ふ

・施行
し こ う

 
 

      6月
がつ

 「改正児童福祉法
かいせいじどうふくしほう

」公布
こ う ふ

 

R6年
ねん

4月施行
がつしこう

 

・障
しょう

がい児入所施設
じにゅうしょしせつ

の

22歳
さい

までの入所継続
にゅうしょけいぞく

 

可能
か の う

、児童発達支援
じどうはったつしえん

の

類型一元化
るいけいいちげんか

 

     12月
がつ

 「障害者総合支援法等一部改正
しょうがいしゃそうごうしえんほうとういちぶかいせい

」公布
こ う ふ

 

R6年
ねん

4月施行
がつしこう

 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援体制
しえんたいせい

の

充実
じゅうじつ

、多様
た よ う

な就労
しゅうろう

ニーズ
に ー ず

に対
たい

する支援
し え ん

 



  

 
 

３ 

２ 計画
けいかく

の位置付
い ち づ

けと期間
き か ん

 

（１）計画
けいかく

の位置付
い ち づ

け 

  「第
だい

４次
じ

大仙市
だいせんし

障
しょう

がい者計画
しゃけいかく

」は、障害者基本法第
しょうがいしゃきほんほうだい

１１条第
じょうだい

３項
こう

に基
もと

づき策定
さくてい

されるも

ので、市
し

の障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

していくための計画
けいかく

です。 

「第
だい

７期
き

大仙市
だいせんし

障
しょう

がい福祉計画
ふくしけいかく

」は、「障害者
しょうがいしゃ

の日常生活
にちじょうせいかつ

及
およ

び社会生活
しゃかいせいかつ

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

「障害者総合支援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう

」という。）第
だい

８８条第
じょうだい

１項
こう

に基
もと

づき、また

「第
だい

３期
き

大仙市
だいせんし

障
しょう

がい児
じ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」は、児童福祉法第
じどうふくしほうだい

３３条
じょう

の２０第
だい

１項
こう

に基
もと

づき、障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

、相談支援及
そうだんしえんおよ

び地域生活支援事業
ちいきせいかつしえんじぎょう

のサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

するための基本的
きほんてき

な

考
かんが

え方
かた

やサービス
さ ー び す

量確保
りょうかくほ

のための方策等
ほうさくとう

を定
さだ

める計画
けいかく

です。 

本計画
ほんけいかく

はこれら３つの性格
せいかく

を併
あわ

せ持
も

つ計画
けいかく

として策定
さくてい

します。 

   なお、本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたっては、上位計画
じょういけいかく

である国
くに

の「第
だい

５次
じ

障
しょう

がい者基本計
しゃきほんけい

画
かく

」、

県
けん

の「第
だい

２次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

」、本市
ほ ん し

の上位計画
じょういけいかく

である「大仙市
だいせんし

第
だい

２次
じ

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

」や福
ふく

祉
し

関
かん

係
けい

の上位計画
じょういけいかく

である「大仙市
だいせんし

第
だい

５次
じ

地域福祉計画
ちいきふくしけいかく

」とも整合性
せいごうせい

を図
はか

り施策
し さ く

を推進
すいしん

していきま

す。 

  計画
けいかく

の位置付
い ち づ

け 

    

 

大仙市総合計画

大仙市地域福祉計画 大仙市社会福祉協議会

地域福祉活動計画

一体型計画として策定

障
が
い
者
計
画

障
が
い
福
祉
計
画

障
が
い
児
福
祉
計
画

高
齢
者
プ
ラ
ン

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る

推
進
計
画

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

その他の関連計画

避難行動要支援者避難支援プラン
いのちえる自殺対策計画

健康大仙21計画 など

【国】障がい者基本計画

【県】障がい者計画

障がい福祉計画

障がい児福祉計画



  

 
 

４ 

（２）計画
けいかく

の期間
き か ん

 

本計画
ほんけいかく

の期間
き か ん

については、令和
れ い わ

６（2024）年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

１１（2029）年
ねん

度
ど

までの６年間
ねんかん

   

とします。 

  ただし、計画策定
けいかくさくてい

から３年経過時点
ね ん けい かじ て ん

で必要
ひつよう

に応
おう

じて見直
み な お

しを行
おこな

います。 

計画期間
けいかくきかん

 

  

３ 計画
けいかく

の対象者
たいしょうしゃ

 

   障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

では、「障害者
しょうがいしゃ

」とは「身体障害
しんたいしょうがい

、知的障害
ちてきしょうがい

、精神障害
せいしんしょうがい

（発達障害
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

の障害
しょうがい

（以下
い か

「障害
しょうがい

」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、

障害
しょうがい

及
およ

び社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常生活
にちじょうせいかつ

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」（以下
い か

「 障
しょう

がい者等
しゃとう

」という。）と定義
て い ぎ

されており、本計画
ほんけいかく

の対象者
たいしょうしゃ

は、

市内
し な い

の障
しょう

がい者等
しゃとう

すべてとします。 

   また、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、すべての市民
し み ん

の方々
かたがた

の計画
けいかく

実現
じつげん

に向
む

けた積極的
せっきょくてき

な

取
とり

組
くみ

を期待
き た い

するものです。 

４ 計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

  

（１）計画
けいかく

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

 

本計画
ほんけいかく

の推進
すいしん

にあたっては、市民
し み ん

の理解
り か い

が重要
じゅうよう

であり、本計画
ほんけいかく

を公表
こうひょう

し、計画内容
けいかくないよう

の

周知
しゅうち

を行
おこな

うほか、関係機関
かんけいきかん

や障
しょう

がい者団体等
しゃだんたいとう

と連携
れんけい

し、計画
けいかく

に対
たい

する理
り

解
かい

が得
え

られるよ

う働
はたら

きかけます。 

 

 

計画期間 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

障害者基本法

障害者総合支援法

児童福祉法

第３次障がい者計画

第６期障がい福祉計画

第２期障がい児福祉計画

第４次障がい者計画

第７期障がい福祉計画

第３期障がい児福祉計画



  

 
 

５ 

（２）計画
けいかく

の推進体制
すいしんたいせい

 

本計画
ほんけいかく

に掲
かか

げた施策
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、 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して自立
じ り つ

 

した生活
せいかつ

をおくることができるまちづくりを目指
め ざ

していくため、行政機関
ぎょうせいきかん

のほか、当事
と う じ

者
しゃ

団体
だんたい

、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業者
じぎょうしゃ

、各分野
かくぶんや

における関係機関等
かんけいきかんとう

と連携
れんけい

し取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

 

（３）計画
けいかく

の進捗管理
しんちょくかんり

と評価
ひょうか

 

本計画
ほんけいかく

を着実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

できるよう、施策
し さ く

の実施状況
じっしじょうきょう

や数値目標
すうちもくひょう

の達成状況
たっせいじょうきょう

を点検
てんけん

・評
ひょう

価
か

し大仙市福祉関係計画等審議委員会
だいせんしふくしかんけいけいかくとうしんぎいいんかい

や大仙市地域自立支援協議会
だいせんしちいきじりつしえんきょうぎかい

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、必要
ひつよう

に応
おう

じて計画
けいかく

の見直
み な お

しを 行
おこな

っていきます。 

 

（４）ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の理念
り ね ん

に沿
そ

った計画
けいかく

の推進
すいしん

 

  本市
ほ ん し

は、ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の達成
たっせい

に向
む

けて優
すぐ

れた取組
とりくみ

を提案
ていあん

した自治体
じ ち た い

の一
ひと

つとして、令和
れ い わ

４年
ねん

度
ど

「ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

未来都市
み ら い と し

」に選定
せんてい

されています。 

  本計画
ほんけいかく

においても、ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の目標達成
もくひょうたっせい

に資
し

するよう、意識
い し き

して施策
し さ く

に取
と

り組
く

む必
ひつ

要
よう

が

あります。 

 

ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

とは、「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ
さ す て な ぶ る

 Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ
で ぃ べ ろ っ ぷ め ん と

 Ｇｏａｌｓ
ご ー る ず

」  

の略 称
りゃくしょう

であり、平成
へいせい

２７（2015）年
ねん

９月
がつ

の国連
こくれん

サミット
さ み っ と

において採択
さいたく

された国際目標
こくさいもくひょう

で

す。「誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さない」持続
じ ぞ く

可能
か の う

で多様性
たようせい

と包摂性
ほうせつせい

のある社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

す世界共通
せかいきょうつう

の目標
もくひょう

であり、令和
れ い わ

１２（2030）年
ねん

を達成年限
たっせいねんげん

として、１７のゴール
ご ー る

と１６９のターゲット
た ー げ っ と

から構成
こうせい

されています。 

 

 

 

 

 



  

 
 

６ 

本計画
ほんけいかく

と関連
かんれん

する達成
たっせい

目標
もくひょう

 

 

 
目標
もくひょう

１：貧困
ひんこん

をなくそう 

 
目標
もくひょう

３：すべての人
ひと

に健康
けんこう

と福祉
ふ く し

を 

 
目標
もくひょう

４：質
しつ

の高
たか

い教育
きょういく

をみんなに 

 
目
もく

標
ひょう

８：働
はたら

きがいも経済成長
けいざいせいちょう

も 

 
目
もく

標
ひょう

11：住
す

み続
つづ

けられるまちづくりを 

 
目標
もくひょう

13：気候変動
きこうへんどう

に具体的
ぐたいてき

な対策
たいさく

を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

７ 

第
だい

２章
しょう

 計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

                

１ 計画
けいかく

の基本理念
き ほ ん り ね ん

 

「ともに助
たす

け合
あ

い支
ささ

え合
あ

い安心
あんしん

して自立
じ り つ

した 

生活
せいかつ

をおくることができるまち」 

 本市
ほ ん し

では、市民
し み ん

と行政
ぎょうせい

がともにまちづくりを推進
すいしん

していくための基本理念
き ほ ん り ね ん

を「ともに助
たす

け

合
あ

い支
ささ

え合
あ

い安心
あんしん

して自立
じ り つ

した生活
せいかつ

をおくることができるまち」と設定
せってい

します。この基本
き ほ ん

理念
り ね ん

は、第
だい

３次
じ

大仙市
だいせんし

障
しょう

がい者計画
しゃけいかく

の基本理念
き ほ ん り ね ん

を継承
けいしょう

したもので、すべての人
ひと

がお互
たが

いの人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、ともに助
たす

け合
あ

い、支
ささ

え合
あ

い、 障
しょう

がい者等
しゃとう

が安心
あんしん

して自立
じ り つ

した生活
せいかつ

をおくること

ができるようなまちづくりを目指
め ざ

します。 

２ 計画
けいかく

の基本目標
きほんもくひょう

 

 本計画
ほんけいかく

の基本理念
き ほ ん り ね ん

を実現
じつげん

するため、３つの基本目標
きほんもくひょう

を設定
せってい

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  みんなで支
ささ

え合
あ

うまちづくり 

障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、相互
そ う ご

に人格
じんかく

を尊重
そんちょう

し支
ささ

え 

合
あ

うまちを目指
め ざ

します。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１ 

  安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくり 

    身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で必要
ひつよう

な福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の提供
ていきょう

が受
う

けられ、 

    災害時
さいがいじ

の避難体制
ひなんたいせい

が整備
せ い び

されているまちを目指
め ざ

します。 

基本目標
きほんもくひょう

２ 

  自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせるまちづくり 

                地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

ができ、 自
みずか

らのライフスタイル
ら い ふ す た い る

を 

実現
じつげん

することができるまちを目指
め ざ

します。 

基本目標
きほんもくひょう

３ 



  

 
 

８ 

３ 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 

本計画
ほんけいかく

の基本理念
き ほ ん り ね ん

、基本目標
きほんもくひょう

を実現
じつげん

するため、次
つぎ

の基本方針
きほんほうしん

に基
もと

づき、障
しょう

がい者等
しゃとう

が身近
み ぢ か

 

な場所
ば し ょ

において、必要
ひつよう

な日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会生活
しゃかいせいかつ

を 営
いとな

むための支援
し え ん

が受
う

けられ、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の

機会
き か い

の確保
か く ほ

が図
はか

られるよう施策
し さ く

を実施
じ っ し

していきます。 

  

（１）障
しょう

がい者等
しゃとう

の自己決定
じ こ け っ て い

の尊重
そんちょう

と意思決定
い し け っ て い

の支援
し え ん

            

  共生社会実現
きょうせいしゃかいじつげん

のため、障
しょう

がい者等
しゃとう

の自己決定
じ こ け っ て い

を尊重
そんちょう

し、その意思決定
い し け っ て い

の支援
し え ん

に配慮
はいりょ

す 

るとともに、その自立
じ り つ

と社会参加
しゃかいさんか

の実現
じつげん

を図
はか

っていきます。  

 

（２）障
しょう

がい種別
しゅべつ

によらない一元的
いちげんてき

な障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の実施等
じ っ し と う

      

  障
しょう

がい者等
しゃとう

が、障
しょう

がい種別
しゅべつ

や居住地域
きょじゅうちいき

にかかわらず、必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を受
う

けることが 

 できるよう提供体制
ていきょうたいせい

を確保
か く ほ

します。 

また、発達障
はったつしょう

がい及
およ

び高次脳機能障
こうじのうきのうしょう

がいを有
ゆう

する 障
しょう

がい者
しゃ

並
なら

びに難病患者等
なんびょうかんじゃとう

につい 

ても、障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の活用
かつよう

が促
うなが

されるよう、給付
きゅうふ

の対象
たいしょう

となる旨
むね

の周知
しゅうち

を図
はか

りま

す。 

 

（３）入所等
にゅうしょとう

から地域生活
ちいきせいかつ

への移行
い こ う

、地域生活
ちいきせいかつ

の継続
けいぞく

の支援
し え ん

、 

就労支援等
しゅうろうしえんとう

の課題
か だ い

に対応
たいおう

したサービス
さ ー び す

提供体制
ていきょうたいせい

の整備
せ い び

 

地域生活
ちいきせいかつ

を希望
き ぼ う

する 障
しょう

がい者等
しゃとう

が地域
ち い き

での生活
せいかつ

を継続
けいぞく

できるよう、必要
ひつよう

な 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

による常時
じょうじ

の支援体制
しえんたいせい

を確保
か く ほ

します。 

また、障
しょう

がい者等
しゃとう

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

えた、居住支援
きょじゅうしえん

のための機
き

能
のう

等
とう

をもつ地域生活支援拠点等
ちいきせいかつしえんきょてんとう

の機能強化
きのうきょうか

を図
はか

るとともに、相談支援
そうだんしえん

を中心
ちゅうしん

とした、学
がっ

校
こう

か

ら卒業
そつぎょう

、就 職
しゅうしょく

、親元
おやもと

からの自立等
じりつとう

の生活環境
せいかつかんきょう

の変化
へ ん か

に合
あ

わせ、継続
けいぞく

した支援
し え ん

を実施
じ っ し

して

いきます。 

なお、地域生活支援拠点等
ちいきせいかつしえんきょてんとう

の機能強化
きのうきょうか

にあたっては、必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

のコーディネート
こ ー で ぃ ね ー と

、

相談
そうだん

などの支援
し え ん

を行
おこな

う、大仙市基幹相談支援
だいせんしきかんそうだんしえん

センター
せ ん た ー

及
およ

び各相談支援事業所
かくそうだんしえんじぎょうしょ

と連携
れんけい

し、推
すい

進
しん

を図
はか

ります。 



  

 
 

９ 

（４）地域共生社会
ちいききょうせいしゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

                   

  地域共生社会
ちいききょうせいしゃかい

の実現
じつげん

のため「相談支援
そうだんしえん

」「参加支援
さ ん か し え ん

」「地域
ち い き

づくりに向
む

けた支援
し え ん

」の３

つの支援
し え ん

を柱
はしら

として、世代
せ だ い

や、介護
か い ご

、障
しょう

がい、子
こ

ども、生活困窮
せいかつこんきゅう

などの分
ぶん

野
や

に関
かか

わらず

地域住民
ちいきじゅうみん

を広
ひろ

く対象
たいしょう

とする、重層的支援体制整備事業
じゅうそうてきしえんたいせいせいびじぎょう

（「つながる・ささえる」ネッ
ね っ

トワーク
と わ ー く

整備事業
せいびじぎょう

）※を推進
すいしん

し、地域
ち い き

における複雑
ふくざつ

・複合化
ふくごうか

した支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

に包
ほう

括
かつ

的
てき

に対
たい

応
おう

してい

きます。      

 ※大仙
だいせん

市
し

では、事業名
じぎょうめい

を「つながる・ささえる」ネットワーク
ね っ と わ ー く

整備
せ い び

事業
じぎょう

とし実施
じ っ し

します。 

  

（５）障
しょう

がい児
じ

の健
すこ

やかな育成
いくせい

のための発達支援
はったつしえん

                   

  障
しょう

がい児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

のライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に沿
そ

って、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

、  

就労支援等
しゅうろうしえんとう

を含
ふく

めた関係者
かんけいしゃ

がチーム
ち ー む

となって支援
し え ん

を行
おこな

うことができるよう、関係機関
かんけいきかん

の 

連携
れんけい

を図
はか

り、サービス
さ ー び す

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

につなげていきます。 

 

（６）障
しょう

がい福祉人材
ふくしじんざい

の確保
か く ほ

・定着
ていちゃく

                     

  安定的
あんていてき

な障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の提供
ていきょう

のため、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

の実施
じ っ し

や 

多職種間
たしょくしゅかん

の連携
れんけい

の推進
すいしん

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の現場
げ ん ば

の魅力
みりょく

を発信
はっしん

するともに、職場環境
しょくばかんきょう

の整備
せ い び

や、 

ＩＣＴ
あいしーてぃ

・ロボット
ろ ぼ っ と

の導入
どうにゅう

による事務負担
じ む ふ た ん

の軽減等
けいげんとう

に関係者
かんけいしゃ

が協 力
きょうりょく

して取
と

り組
く

んでいき 

ます。 

 

（７）障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の社会参加
しゃかいさんか

を支
ささ

える取組定着
とりくみていちゃく

                     

  障
しょう

がい者等
しゃとう

の地域社会
ちいきしゃかい

への参加促進
さんかそくしん

のため、文化芸術活動
ぶんかげいじゅつかつどう

や健康
けんこう

づくりを推進
すいしん

し、いき 

いきと健康的
けんこうてき

に暮
く

らすことができる地域
ち い き

を目指
め ざ

します。 

また、障
しょう

がいの特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した意思疎通支援
い し そ つ う し え ん

や支援者
しえんしゃ

の養成等
ようせいとう

を進
すす

めます。 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

１０ 

（８）障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供体制
ていきょうたいせい

の確保
か く ほ

                 

  障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

については、地域
ち い き

で必要
ひつよう

とされる訪問系
ほうもんけい

サービス
さ ー び す

や、希望
き ぼ う

する 障
しょう

がい者等
しゃとう

に対
たい

し日中活動系
にっちゅうかつどうけい

サービス
さ ー び す

を保障
ほしょう

するとともに、地域
ち い き

における居住
きょじゅう

の場
ば

として

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

  また、強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいや高次脳機能障
こうじのうきのうしょう

がいを有
ゆう

する 障
しょう

がい者
しゃ

並
なら

びに難病患者
なんびょうかんじゃ

に対
たい

し 

て、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

において適切
てきせつ

な支援
し え ん

ができるよう、支援体制
しえんたいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

 

（９）相談支援
そうだんしえん

の提供体制
ていきょうたいせい

の確保
か く ほ

                       

  相談支援
そうだんしえん

の中核機関
ちゅうかくきかん

となっている、大仙市基幹相談支援
だいせんしきかんそうだんしえん

センター
せ ん た ー

において、地域
ち い き

の相談
そうだん

   

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

の人材育成
じんざいいくせい

や、各相談支援事業者
かくそうだんしえんじぎょうしゃ

への訪問等
ほうもんとう

による専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

、助言等
じょげんとう

を行
おこな

 

い、相談支援体制
そうだんしえんたいせい

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

を図
はか

ります。 

 また、大仙市
だいせんし

地域自立支援協議会
ちいきじりつしえんきょうぎかい

における個別事例
こ べ つ じ れ い

の検討等
けんとうとう

を通
つう

じ、課題
か だ い

を踏
ふ

まえて、 

地域
ち い き

における支援体制整備
しえんたいせいせいび

の取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

 

（10）障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の提供体制
ていきょうたいせい

の確保
か く ほ

                          

  障
しょう

がい児
じ

については、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

、就労支援等
しゅうろうしえんとう

の関係
かんけい

機関
き か ん

とも連携
れんけい

を図
はか

り、障
しょう

がい児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

し、乳幼児期
にゅうようじき

から学校卒業
がっこうそつぎょう

まで一貫
いっかん

した効果的
こうかてき

な支援
し え ん

を

提供
ていきょう

する体制
たいせい

の確保
か く ほ

を図
はか

ります。 

また、通所
つうしょ

によって 障
しょう

がい児
じ

を支援
し え ん

する場
ば

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

 

 

     



  

 
 

１１ 

第
だい

３章
しょう

 障
しょう

がい者等
しゃとう

を取
と

り巻
ま

く現 状
げんじょう

                

１ 大仙市
だいせんし

の人口
じんこう

の構成
こうせい

と推移
す い い

 

  本市
ほ ん し

の人口
じんこう

動態
どうたい

は、減少傾向
げんしょうけいこう

を示
しめ

しています。人口
じんこう

構成
こうせい

は、少子高齢化
しょうしこうれいか

の進展
しんてん

を示
しめ

 

しており、平成
へいせい

１２年
ねん

から令和
れ い わ

２年
ねん

までの年齢別人口及
ねんれいべつじんこうおよ

び構成
こうせい

は、０歳
さい

から１４歳
さい

まで 

の年少人口
ねんしょうじんこう

は１３，２２５人
にん

（構成率
こうせいりつ

13.5 ％
ぱーせんと

）から７，６１１人
にん

（構成率
こうせいりつ

9.8 ％
ぱーせんと

）

に、１５歳
さい

から６４歳
さい

までの生産年齢人口
せいさんねんれいじんこう

は５９，７２６人
にん

（構成率
こうせいりつ

60.7 ％
ぱーせんと

）から 

３９，７５１人
にん

（構成率
こうせいりつ

51.2 ％
ぱーせんと

）に減少
げんしょう

。 

一方
いっぽう

、６５歳以上
さいいじょう

の老年人口
ろうねんじんこう

は２５，３７５人
にん

（構成率
こうせいりつ

25.8 ％
ぱーせんと

）から２９，８７１

人
にん

（38.5 ％
ぱーせんと

）に増加
ぞ う か

しています。 

 

人口構成
じんこうこうせい

と推移
す い い

 

区
く

   分
ぶん

 
平成
へいせい

12年
ねん

 

2000 

平成
へいせい

17年
ねん

 

2005 

平成
へいせい

22年
ねん

 

2010 

平成
へいせい

27年
ねん

 

2015 

令和
れ い わ

2年
ねん

 

2020 

総
そう

     数
すう

（ A
えー

) 98,326 93,352 88,301 82,783 77,657 

0歳
さい

～14歳
さい

 ( B
びー

) 13,225 11,234 9,743 8,725 7,611 

15歳
さい

～64歳
さい

 59,726 54,479 50,632 45,364 39,751 

65歳以上
さいいじょう

 （ C
しー

） 25,375 27,639 27,919 28,659 29,871 

若年者比率
じゃくねんしゃひりつ

 

( B
びー

/ A
えー

) 

13.5 12.0 11.0 10.5 9.8 

高齢者比率
こうれいしゃひりつ

 

( C
しー

/ A
えー

) 

25.8 29.6 31.6 34.6 38.5 

                                    資料
しりょう

：国勢調査
こくせいちょうさ

           



  

 
 

１２ 

  

２ 障
しょう

がい者等
しゃとう

の状 況
じょうきょう

 

（１）身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

 

  令和
れ い わ

４年度末現在
ねんどまつげんざい

における身体障
しんたいしょう

がい者手帳所持者
しゃてちょうしょじしゃ

は、４，１０３人
にん

で平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

に比
くら

べて５７６人減少
にんげんしょう

しています。所持者全体
しょじしゃぜんたい

としては減少
げんしょう

しているものの、児童
じ ど う

につ

いては、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

に増加
ぞ う か

に転
てん

じ、令和
れ い わ

４年度末現在
ねんどまつげんざい

で４４人
にん

となっています。 

  障
しょう

がい種別
しゅべつ

では、肢体不自由
し た い ふ じ ゆ う

が２，４５８人
にん

と最
もっと

も多
おお

く、全体
ぜんたい

の約
やく

６０パーセント
ぱ ー せ ん と

を   

占
し

めています。次
つ

いで内部障
ないぶしょう

がいが１，０６８人
にん

で約
やく

２６パーセント
ぱ ー せ ん と

となっています。 

身体障
しんたいしょう

がい者手帳所持者数
しゃてちょうしょじしゃすう

    

     

※括
かっ

弧
こ

内
ない

の数
すう

字
じ

は 18歳
さい

未
み

満
まん

の人
にん

数
ずう

   資料
しりょう

：社会福祉課
し ゃ かい ふく し か

（各年度
かくねんど

３月
がつ

３１日現在
にちげんざい

） 

98,326
93,352

88,301
82,783

77,657

13,225 11,234 9,743 8,725 7,611

59,726
54,479

50,632
45,364

39,751

25,375 27,639 27,919 28,659 29,871

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成12年

2000

平成17年

2005

平成22年

2010

平成27年

2015

令和2年

2020

人口の推移（人）

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上

等級
とうきゅう

／年度
ねん ど 平成

へいせい

30年度
ね ん ど

2018

令
れい

和
わ

1年
ねん

度
ど

2019

令
れい

和
わ

2年度
ね ん ど

2020

令
れい

和
わ

3年度
ね ん ど

2021

令
れい

和
わ

4年度
ね ん ど

2022

１　級
きゅう

1,307(16) 1,264(19) 1,213(17) 1,208(19) 1,174(18)

２　級
きゅう

841(17) 816(14) 788(13) 729(11) 679(13)

３　級
きゅう

886(4) 874(6) 864(3) 829(3) 791(3)

４　級
きゅう

1,121(7) 1,101(3) 1,085(4) 1,035(2) 991(2)

５　級
きゅう

272(1) 254(1) 266(1) 244(1) 230(1)

６　級
きゅう

252(2) 247(3) 246(3) 248(5) 238(7)

合
ご う

　計
けい

4,679(47) 4,556(46) 4,462(41) 4,293(41) 4,103(44)



  

 
 

１３ 

    

   

  

1,307 1,264 1,213 1,208 1,174 

841 816 788 729 679 

886 874 864 829 791 

1,121 1,101 1,085 1,035 
991 

272 254 266 
244 

230 

252 247 246 
248 

238 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

平成30年度

2018

令和1年度

2019

令和2年度

2020

令和3年度

2021

令和4年度

2022

身体障がい者手帳所持者数（障がい者、児）

4,679 4,556 4,462
4,293 4,103

（人）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

1,291 1,245 1,196 1,189 1,156 

824 802 775 718 666 

882 868 861 826 788 

1,114 1,098 1,081 1,033 
989 

271 253 265 
243 

229 

250 244 243 
243 

231 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

平成30年度

2018

令和1年度

2019

令和2年度

2020

令和3年度

2021

令和4年度

2022

身体障がい者手帳所持者数（障がい者）

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級

（人）

4,421
4,632

4,510
4,252

4,059



  

 
 

１４ 

   

   

障
しょう

がい別身体障
べつしんたいしょう

がい者手帳所持者数
しゃてちょうしょじしゃすう

 

 

                                         資料
しりょう

：社会福祉課
し ゃ かい ふく し か

（各年度
かくねんど

３月
がつ

３１日現在
にちげんざい

）  

※ 肢体不自由
し た い ふ じ ゆ う

…上肢
じょうし

・下肢
か し

・体幹
たいかん

 

  内部障
ないぶしょう

がい…心臓
しんぞう

、腎臓
じんぞう

、呼吸器
こきゅうき

、ぼうこう、 直 腸
ちょくちょう

、小 腸
しょうちょう

、肝臓
かんぞう

、免疫機能障
めんえききのうしょう

がい 

 

16
19 17 19 18

17
14

13 11 13

4 6

3 3 3

7 3

4 2 2

1
1

1
1 1

2
3

3 5
7

0
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平成30年度

2018

令和1年度

2019

令和2年度

2020

令和3年度

2021

令和4年度

2022

身体障がい者手帳所持者数（障がい児）

47
46

41 41
44

（人）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

区分
くぶん

/年度
ねんど 平成

へいせい

30年度
ねんど

2018

令
れい

和
わ

1年
ねん

度
ど

2019

令
れい

和
わ

2年
ねん

度
ど

2020

令
れい

和
わ

3年
ねん

度
ど

2021

令
れい

和
わ

4年
ねん

度
ど

2022

視
し

　　　覚
かく

268 248 232 220 223

聴覚
ちょうかく

・平衡
へいこう

341 337 332 326 320

音声
おんせい

・言語
げんご

・

そしゃく

49 41 41 38 34

肢体
したい

不自由
ふ じ ゆ う

2,954 2,850 2,780 2,647 2,458

内部
ないぶ

障
しょう

がい 1,067 1,080 1,077 1,062 1,068

計
けい

4,679 4,556 4,462 4,293 4,103



  

 
 

１５ 

  

（２）知的障
ちてきしょう

がい者
しゃ

 

  令和
れ い わ

４年度末現在
ねんどまつげんざい

における療育手帳所持者
りょういくてちょうしょじしゃ

は、７１０人
にん

で平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

に比
くら

べて２６ 

人
にん

増加
ぞ う か

しています。 

障
しょう

がい程度別
ていどべつ

では、重度
じゅうど

の方
かた

が２４０人
にん

で最
もっと

も多
おお

く、全体
ぜんたい

の約
やく

３４パーセント
ぱ ー せ ん と

を占
し

  

めています。次
つ

いで、軽度
け い ど

の方
かた

が１９８人
にん

で約
やく

２８パーセント
ぱ ー せ ん と

となっています。 

 療育手帳所持者数
りょういくてちょうしょじしゃすう

 

  

※括弧内
かっこない

の数字
す う じ

は 18歳未満
さいみまん

の人数
にんずう

    資料
しりょう

：社会福祉課
し ゃ かい ふく し か

（各年度
かくねんど

３月
がつ

３１日現在
にちげんざい

） 

268 

248 

232 

220 

223 

341 

337 

332 

326 

320 

49 

41 

41 

38 

34 

2,954 

2,850 

2,780 

2,647 

2,458 

1,067 

1,080 

1,077 

1,062 

1,068 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

平成30年度

2018

令和1年度

2019

令和2年度

2020

令和3年度

2021

令和4年度

2022

障がい別身体障がい者手帳所持者数

視 覚 聴覚・平衡 音声・言語・

そしゃく

肢体不自由 内部障がい

(人)

4,103

4,293

4,462

4,556

4,679

平成
へいせい

30年度
ねんど

2018

令
れい

和
わ

1年度
ねんど

2019

令
れい

和
わ

2年度
ねんど

2020

令
れい

和
わ

3年度
ねんど

2021

令
れい

和
わ

4年度
ねんど

2022

重症心身
じゅうしょうしんしん

8（0） 8（0） 7（0） 7（0） 5（0）

最
さい

 重
じゅう

 度
ど

119（24） 122（20） 125（19） 124（18） 119（20）

重
じゅう

　　度
ど

246（15） 249（19） 252（22） 260（22） 240（18）

中
ちゅう

　　度
ど

142（24） 136（17） 139（19） 143（17） 148（17）

軽
けい

　　度
ど

169（45） 181（46） 193（50） 201（56） 198（59）

684（108） 696（102） 716（110） 735（113） 710（114）

Ａ

Ｂ

合
ごう

　　計
けい

　 程度
ていど

／年度
ねんど



  

 
 

１６ 

 

 

 

 

 

 

  

 

8 8 7 7 5

119 122 125 124 119

246 249 252 260
240

142 136 139 143 148
169

181
193 201 198
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平成30年度

2018

令和1年度

2019

令和2年度

2020

令和3年度

2021

令和4年度

2022

療育手帳所持者数（障がい者、児）

Ａ 重症心身 Ａ 最重度 Ａ 重 度 Ｂ 中 度 Ｂ 軽 度

（人）

8 8 7 7 5
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99

231 230 230
238

222

118 119 120 126 131
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135
143 145 139
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平成30年度
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令和1年度

2019

令和2年度
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令和3年度

2021

令和4年度

2022

療育手帳所持者数（障がい者）

Ａ 重症心身 Ａ 最重度 Ａ 重 度 Ｂ 中 度 Ｂ 軽 度



  

 
 

１７ 

  

（３）精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

 

  令和
れ い わ

４年度末現在
ねんどまつげんざい

における精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保健福祉手帳所持者
ほけんふくしてちょうしょじしゃ

は、６０４人
にん

で平成
へいせい

３０

年度
ね ん ど

に比
くら

べて１２２人
にん

増加
ぞ う か

しています。 

障
しょう

がい等級別
とうきゅうべつ

では、２級
きゅう

の方
かた

が３７２人
にん

で最
もっと

も多
おお

く、全体
ぜんたい

の約
やく

６２パーセント
ぱ ー せ ん と

を占
し

めています。 

手帳所持者
てちょうしょじしゃ

は増加傾向
ぞうかけいこう

にあります。 

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保健福祉手帳所持者数
ほけんふくしてちょうしょじしゃすう

 

  

※括弧内
かっこない

の数字
す う じ

は 18歳未満
さいみまん

の人数
にんずう

    資料
しりょう

：社会福祉課
し ゃ かい ふく し か

（各年度
かくねんど

３月
がつ

３１日現在
にちげんざい

） 

  

  

0 0 0 0 0
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平成30年度

2018

令和1年度

2019

令和2年度

2020

令和3年度

2021

令和4年度

2022

療育手帳所持者数（障がい児）

Ａ 重症心身 Ａ 最重度 Ａ 重 度 Ｂ 中 度 Ｂ 軽 度

（人）

年度
ねんど

／等級
とうきゅう 平成

へいせい

30年度
ねんど

2018

令
れい

和
わ

1年
ねん

度
ど

2019

令
れい

和
わ

2年度
ねんど

2020

令
れい

和
わ

3年度
ねんど

2021

令
れい

和
わ

4年度
ねんど

2022

１　級
きゅう

101（1） 86（2） 80（1） 112（0） 115（3）

２　級
きゅう

293（2） 299（1） 273（3） 345（4） 372（3）

３　級
きゅう

88（2） 101（3） 82（2） 111（2） 117（2）

合計
ごうけい

482（5） 486（6） 435（6） 568（6） 604（8）



  

 
 

１８ 

  

  

  

101 86 80 112 115 

293 299 273 
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令和4年度

2022

精神障がい者保健福祉手帳所持者数

（障がい者、児）

１ 級 ２ 級 ３ 級

486
435

568 604

482

100 84 79 112 112 

291 298 
270 

341 369 

86 98 
80 

109 
115 
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平成30年度
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令和1年度

2019

令和2年度

2020

令和3年度

2021

令和4年度

2022

精神障がい者保健福祉手帳所持者数（障がい者）

１ 級 ２ 級 ３ 級

477 480
429

562
596



  

 
 

１９ 

  

（４）難病患者等
なんびょうかんしゃとう

 

  令和
れ い わ

４年度末現在
ねんどまつげんざい

における特定
とくてい

医療費
いりょうひ

受給者
じゅきゅうしゃ

は、５５８人
にん

で平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

に比
くら

べて５８

人
にん

増加
ぞ う か

しています。 

令和
れ い わ

４年度末現在
ねんどまつげんざい

における小児慢性特定疾病医療費受給者
しょうにまんせいとくていしっぺいいりょうひじゅきゅうしゃ

は、１０２人
にん

で平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

に比
くら

べて１９人
にん

減少
げんしょう

しています。 

令和
れ い わ

４年度末現在
ねんどまつげんざい

における自立支援医療受給者
じりつしえんいりょうじゅきゅうしゃ

は、２，０８７人
にん

で平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

に比
くら

べ

て３１２人
にん

増
ふ

えるなど、大幅
おおはば

な増加
ぞ う か

が見
み

られます。 

難病患者
なんびょうかんじゃ

  

 

                    資料
しりょう

：大仙保健所
だいせんほけんしょ

（各年度
かくねんど

３月
がつ

３１日現在
にちげんざい

） 

自立支援医療受給者
じりつしえんいりょうじゅきゅうしゃ

           

  

                    資料
しりょう

：大仙保健所
だいせんほけんしょ

（各年度
かくねんど

３月
がつ

３１日現在
にちげんざい

） 
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令和1年度

2019

令和2年度

2020

令和3年度

2021

令和4年度

2022

精神障がい者保健福祉手帳所持者数（障がい児）

１ 級 ２ 級 ３ 級

5

6 6 6

8

区分
くぶん

／年度
ねんど 平成

へいせい

30年
ねん

度
ど

2018

令和
れいわ

1年
ねん

度
ど

2019

令
れい

和
わ

2年
ねん

度
ど

2020

令
れい

和
わ

3年
ねん

度
ど

2021

令
れい

和
わ

4年
ねん

度
ど

2022

特定医療費
とくていいりょうひ

（指定難病
していなんびょう

）

 受給者
じゅきゅうしゃ 500 499 547 524 558

小児慢性特定疾病医療費受給者
しょうにまんせいとくていしっぺいいりょうひじゅきゅうしゃ

121 104 105 97 102

区分
くぶん

／年度
ねんど 平成

へいせい

30年
ねん

度
ど

2018

令和
れいわ

1年
ねん

度
ど

2019

令
れい

和
わ

2年
ねん

度
ど

2020

令
れい

和
わ

3年
ねん

度
ど

2021

令
れい

和
わ

4年
ねん

度
ど

2022

自立支援医療受給者
じりつしえんいりょうじゅきゅうしゃ

1,775 1,661 1,561 1,941 2,087



  

 
 

２０ 
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２１ 

３ 地域
ち い き

資源
し げ ん

の状 況
じょうきょう

 

 市内
し な い

でサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

している事業所
じぎょうしょ

は以下
い か

のとおりです。 

（１）障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

提供事業所
ていきょうじぎょうしょ

    （令和
れ い わ

５年
ねん

７月
がつ

１日現在
にちげんざい

） 

サービス
さ ー び す

区分
く ぶ ん

  事業所数
じぎょうしょすう

 定員
ていいん

 

居宅介護
きょたくかいご

 6 － 

重度訪問介護
じゅうどほうもんかいご

 5 － 

同行援護
どうこうえんご

 2 － 

生活介護
せいかつかいご

 6 190 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 2 12 

就労移行支援
しゅうろういこうしえん

 2 12 

就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

（Ａ
えー

型
がた

） 2 30 

就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

（Ｂ
びー

型
がた

） 5 145 

就労定着支援
しゅうろうていちゃくしえん

 1 － 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（福祉
ふ く し

型
がた

） 5 － 

共同生活援助
きょうどうせいかつえんじょ

(外部ｻｰﾋﾞｽ
が い ぶ さ ー び す

利用型
りようがた

) 2 23 

共同生活援助
きょうどうせいかつえんじょ

(日中ｻｰﾋﾞｽ
にっちゅうさーびす

支援型
しえんがた

) 2 16 

共同生活援助
きょうどうせいかつえんじょ

(介護ｻｰﾋﾞｽ
か い ご さ ー び す

包括型
ほうかつがた

) 1 18 

施設入所支援
しせつにゅうしょしえん

 2 110 

計画相談支援
けいかくそうだんしえん

 10 － 

地域移行支援
ち い き い こ う し え ん

 1 － 

地域定着支援
ちいきていちゃくしえん

 1 － 

児童発達支援
じどうはったつしえん

 5 50 

放課後等
ほ う か ご と う

デイサービス
で い さ ー び す

 7 80 

保育所等訪問支援
ほいくしょとうほうもんしえん

 1 － 

障
しょう

がい児相談支援
じ そ うだ んし え ん

 5 － 

（２）地域生活支援事業提供事業所
ちいきせいかつしえんじぎょうていきょうじぎょうしょ

 

サービス
さ ー び す

区分
く ぶ ん

  事業所数
じぎょうしょすう

 定員
ていいん

 

移動支援
い ど う し え ん

 2 － 

相談支援
そうだんしえん

、基幹相談支援
きかんそうだんしえん

センター
せ ん た ー

 4 － 

訪問入浴
ほうもんにゅうよく

サービス
さ ー び す

 2 － 

生活
せいかつ

サポート
さ ぽ ー と

 1 － 

日中一時支援
にっちゅういちじしえん

 5 － 

地域活動支援
ちいきかつどうしえん

センター
せ ん た ー

 1 － 



  

 
 

２２ 

第
だい

４章
しょう

 施策
し さ く

の体系
たいけい

                        

1 施策
し さ く

の分野
ぶ ん や

 

本計画
ほんけいかく

の施策
し さ く

の分野
ぶ ん や

は、国
くに

の「第
だい

５次
じ

障
しょう

がい者基本計画
しゃきほんけいかく

」の基本的方向
きほんてきほうこう

や、国
くに

の基本指
き ほ ん し

 

針
しん

を基本
き ほ ん

としつつ、本計画
ほんけいかく

の基本理念
き ほ ん り ね ん

、基本目標
きほんもくひょう

を達成
たっせい

するため、９つの施策
し さ く

分野
ぶ ん や

に分類
ぶんるい

し、

施策
し さ く

を推進
すいしん

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策分野
し さ く ぶ ん や

１ 

障
しょう

がいに対
たい

する理解促進
りかいそくしん

・差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

 

差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

をなくし、ともに助
たす

け合
あ

い、支
ささ

え合
あ

う市民意識
し み ん い し き

の醸成
じょうせい

を図
はか

ります。 

施策分野
し さ く ぶ ん や

２ 

権利擁護
け ん り よ う ご

の推進等
すいしんとう

 

十分
じゅうぶん

な権利擁護
け ん り よ う ご

が図
はか

れるよう支援
し え ん

するとともに、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

に向
む

けた取組
とりくみ

を

推進
すいしん

します。 

 

   施策分野
し さ く ぶ ん や

３ 

情報
じょうほう

の取得利用
しゅとくりよう

と意思疎通支援
い し そ つ う し え ん

の充実
じゅうじつ

 

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が的確
てきかく

に取得
しゅとく

できるよう体制
たいせい

を整備
せ い び

するとともに、円滑
えんかつ

な意思疎通
い し そ つ う

を促進
そくしん

します。 

 

  施策分野
し さ く ぶ ん や

４ 

安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活環境
せいかつかんきょう

の整備
せ い び

 

安心
あんしん

して快適
かいてき

な生活
せいかつ

をおくれるよう、 障
しょう

がい者等
しゃとう

に配慮
はいりょ

した生活環境
せいかつかんきょう

を整備
せ い び

するとともに、災害時
さいがいじ

の避難支援者
ひ な んし えん し ゃ

を含
ふく

む地域住民
ちいきじゅうみん

や関係機関
かんけいきかん

との連携
れんけい

を図
はか

り

ます。 

 



  

 
 

２３ 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策分野
し さ く ぶ ん や

６ 

保健
ほ け ん

・医療等
いりょうとう

の推進
すいしん

 

市民
し み ん

の健康
けんこう

づくりを推進
すいしん

するとともに、健康
けんこう

づくりを支
ささ

える環境
かんきょう

・体制
たいせい

の整
せい

備
び

を進
すす

めます。 

 

  施策分野
し さ く ぶ ん や

７ 

障
しょう

がい児
じ

の育成支援
いくせいしえん

・教育
きょういく

の推進
すいしん

 

障
しょう

がい児
じ

一人
ひ と り

ひとりの障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じて、乳幼児期
にゅうようじき

から学校卒業
がっこうそつぎょう

まで

のライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応
おう

じた支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 

 

 

  施策分野
し さ く ぶ ん や

８ 

雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的自立
けいざいてきじりつ

の支援
し え ん

 

障
しょう

がい者等
しゃとう

が、地域
ち い き

において自立
じ り つ

した生活
せいかつ

がおくれるよう、 障
しょう

がい者雇用
しゃこよう

を

推
すい

進
しん

するとともに、生活安定
せいかつあんてい

のための施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

  施策分野
し さ く ぶ ん や

９ 

生
い

きがいのある生活支援
せいかつしえん

 

障
しょう

がい者等
しゃとう

の社会参加促進
しゃかいさんかそくしん

のため、スポーツ
す ぽ ー つ

や生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

への参加
さ ん か

を支援
し え ん

します。 

 

 

  施策分野
し さ く ぶ ん や

５ 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の充実
じゅうじつ

 

障
しょう

がい福祉計画
ふくしけいかく

及
およ

び障
しょう

がい児福祉計画
じ ふ くし けい か く

に基
もと

づき、総合的
そうごうてき

なサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

の基
き

盤整備
ばんせいび

を進
すす

めるとともに、相談支援体制
そうだんしえんたいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 



  

 
 

２４ 

２ 施策
し さ く

の体系
たいけい

 

本計画
ほんけいかく

における施策
し さ く

全体
ぜんたい

を体系図
たいけいず

にしました。各施策
かくしさく

において取
と

り組
く

む事業
じぎょう

については 

第
だい

５章
しょう

に掲載
けいさい

しています。 

 

基本理念 基本目標 施策分野

(1)障がいに対する理解促進
　　　　　　　・啓発活動の推進

(2)障がいを理由とする
　　　　　　　差別の解消の周知

(3)ボランティア活動の推進

(1)成年後見制度等の利用促進

(2)虐待の予防・早期発見

(3)重層的支援体制の推進

(1)情報の取得利用の向上

(2)情報提供の充実

(3)意思疎通支援の充実

(1)バリアフリー社会の推進

(2)居住環境の整備

(3)緊急時支援体制の整備

(1)相談支援体制の充実・強化

(2)障がい福祉サービス等の提供

(3)サービス提供体制の整備

(1)相談支援体制の充実

(2)健康づくりの充実

(3)地域医療体制の充実

(1)障がい児の受け入れ体制の整備

(2)福祉と教育の連携推進

(3)教育環境の整備

(1)就労機会の提供

(2)障がい者就労施設等の提供する
　　　　 物品・サービスの優先調達

(3)経済的自立の支援

(1)障がい者等の文化芸術活動の推進

(2)障がい者等のスポーツ活動の推進

(3)社会参加の促進

施策分野７

障がい児の育成
支援・教育の推進

施策分野８

雇用・就業、経済的自立
の支援

施策分野９

生きがいのある生活支援

施策分野１

障がいに対する理解促
進・差別の解消

施策分野３

情報の取得利用と
意思疎通支援の充実

施策分野４

安全・安心な生活
環境の整備

施策分野５

障がい福祉サービス等の
充実

施策分野６

保健・医療等の推進

施策分野２

権利擁護の推進等

と
も
に
助
け
合
い
支
え
合
い
安
心
し
て
自
立
し
た
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち

基本目標１

みんなで支え合う
まちづくり

基本目標２

安心して暮らせる
まちづくり

基本目標３

自分らしく暮らせ
るまちづくり

施策の方向

P.54

P.56

P.59

P.62

P.25

P.28

P.31

P.33

P.36



  

 
 

２５ 

第
だい

５章
しょう

 施策
し さ く

の展開
てんかい

                        

 

みんなで支
ささ

え合
あ

うまちづくり 

 

施策分野
し さ く ぶ ん や

１ 障
しょう

がいに対
たい

する理解促進
りかいそくしん

・差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

 

《現状
げんじょう

・課題
か だ い

》 

・平成
へいせい

２８（2016）年
ねん

４月
がつ

から「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

」

（以下
い か

「障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

」という。）が施行
し こ う

され、障
しょう

がい者等
しゃとう

に対
たい

する「不当
ふ と う

な

差別的取扱
さべつてきとりあつか

い」を禁止
き ん し

し「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

」が求
もと

められています。 

・本市
ほ ん し

はこれまで、 障
しょう

がい者等
しゃとう

の特性
とくせい

やサポート
さ ぽ ー と

（介助
かいじょ

）方法
ほうほう

のポイント
ぽ い ん と

などを紹介
しょうかい

するハンドブック
は ん ど ぶ っ く

を作成
さくせい

し、障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

や差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に関
かん

する啓発活動
けいはつかつどう

を

進
すす

めてきました。 

・当事者
とうじしゃ

へのアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

によると、 心
こころ

ない言葉
こ と ば

をかけられたり、差別
さ べ つ

を受
う

けたりと、まだまだ 障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

が進
すす

んでいない状 況
じょうきょう

です。 

このため、障
しょう

がいに対
たい

する知識
ち し き

を深
ふか

めてもらうよう、理解促進
りかいそくしん

・啓発活動
けいはつかつどう

に継続的
けいぞくてき

に取
と

り組
く

んでいくことが必要
ひつよう

です。 

基本目標
きほんもくひょう

１ 



 
 

２６ 

《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

（1）障
しょう

がいに対
たい

する理解促進
りかいそくしん

・啓発活動
けいはつかつどう

の推進
すいしん

 

・誰
だれ

もが相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し、支
ささ

え合
あ

う地域社会
ちいきしゃかい

を実現
じつげん

するため、引
ひ

き続
つづ

き、

障
しょう

がいに対
たい

する理解促進
りかいそくしん

・啓発活動
けいはつかつどう

に取
と

り組
く

んでいきます。 

（2）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

の周知
しゅうち

 

 ・障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

について周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、行政機関
ぎょうせいきかん

、事業者等
じぎょうしゃとう

における合理
ご う り

的配慮
てきはいりょ

の実施
じ っ し

や社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

の除去
じょきょ

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

（3）ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

 ・障
しょう

がい者等
しゃとう

の地域生活
ちいきせいかつ

を地域全体
ちいきぜんたい

で支
ささ

えていくため、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

の活動
かつどう

を推
すい

進
しん

します。  

《主
おも

な取組
とりくみ

》 

理解促進事業
りかいそくしんじぎょう

・

啓発活動
けいはつかつどう

       

（社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

市
し

の広報
こうほう

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

等
とう

を活用
かつよう

し、障
しょう

がい者週間
しゃしゅうかん

などに合
あ

わせ、

市民
し み ん

への啓発活動
けいはつかつどう

を行
おこな

います。 

 また、障
しょう

がい者等
しゃとう

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるため、普及啓発
ふきゅうけいはつ

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

を作成
さくせい

し周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

 

ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

等
とう

の

開催
かいさい

  

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

大仙市地域自立支援協議会
だいせんしちいきじりつしえんきょうぎかい

と連携
れんけい

し、ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

や障
しょう

がい者等
しゃとう

の

作品展
さくひんてん

を開催
かいさい

し、理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

体験事
たいけんじ

業
ぎょう

 

（大仙市社会福祉
だいせんししゃかいふくし

 

協
きょう

議会
ぎ か い

） 

小
しょう

・ 中
ちゅう

・高校生
こうこうせい

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

について考
かんが

えるきっかけづくりの場
ば

を提
てい

供
きょう

するため、学校
がっこう

や地域
ち い き

、社会福祉法人
しゃかいふくしほうじん

と連携
れんけい

しバリアフリー
ば り あ ふ り ー

体
たい

験授業
けんじゅぎょう

を実施
じ っ し

するとともに、啓蒙活動
けいもうかつどう

に努
つと

めます。 

  



  

 
 

２７ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 

障
しょう

がい者差別解消推
しゃさべつかいしょうすい

進地域協議会
しんちいききょうぎかい

の設置
せ っ ち

 

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談及
そうだんおよ

び当該相談
とうがいそうだん

に係
かか

る事例
じ れ い

を踏
ふ

ま

えた、 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

を効果的
こうかてき

かつ

円滑
えんかつ

に 行
おこな

うため、大仙市
だいせんし

障
しょう

がい者差別解消推進地域協議会
しゃさべつかいしょうすいしんちいききょうぎかい

を設置
せ っ ち

し

ています
   

。 

 

社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

の除去
じょきょ

に

向
む

けた取組
とりくみ

 

（社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

 

不当
ふ と う

な差別的取
さ べ つ て き と

り扱
あつか

いの禁止
き ん し

や合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

について、市職員
ししょくいん

の

理解
り か い

を促進
そくしん

することで、行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、市
し

民
みん

、

事業者等
じぎょうしゃとう

に対
たい

し普及啓発活動
ふきゅうけいはつかつどう

を行
おこな

うことにより、障
しょう

がいに基
もと

づく差別
さ べ つ

を解 消
かいしょう

し、障
しょう

がいの特性
とくせい

やそれぞれの場面
ば め ん

、状 況
じょうきょう

に応
おう

じた合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

が提 供
ていきょう

されるよう取
と

り組
く

みます。 

ボランティアセンター
ぼ ら ん て ぃ あ せ ん た ー

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

 

（大仙市社会福祉
だいせんししゃかいふくし

 

協議会
きょうぎかい

） 

大仙市社会福祉協議会
だいせんししゃかいふくしきょうぎかい

の各支所
かくししょ

にボランティアセンター
ぼ ら ん て ぃ あ せ ん た ー

を設置
せ っ ち

し、ボラ
ぼ ら

ンティア
ん て ぃ あ

団体
だんたい

の活動支援
かつどうしえん

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の登録
とうろく

や斡旋
あっせん

を行
おこな

います。 

生徒
せ い と

を対象
たいしょう

としたボ
ぼ

ランティア
ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

（大仙市社会福祉
だいせんししゃかいふくし

 

協議会
きょうぎかい

） 

夏休
なつやす

みなどを利用
り よ う

し、中
ちゅう

・高校生
こうこうせい

を対象
たいしょう

にした、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の

機会
き か い

を提 供
ていきょう

します。 

災害時
さいがいじ

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

（大仙市社会福祉
だいせんししゃかいふくし

 

協議会
きょうぎかい

） 

 

 

災害時
さいがいじ

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

について、研修
けんしゅう

の機会
き か い

を確保
か く ほ

し、災害時
さいがいじ

に迅速
じんそく

に

対応
たいおう

できるよう体制整備
たいせいせいび

を図
はか

ります。 

 

 

 

 



  

 
 

２８ 

施策分野
し さ く ぶ ん や

２ 権利擁護
け ん り よ う ご

の推進等
すいしんとう

 

《現状
げんじょう

・課題
か だ い

》 

・本市
ほ ん し

では、令和
れ い わ

３（2021）年
ねん

３月
がつ

に「大仙市成年後見制度利用促進基本計画
だいせんしせいねんこうけんせいどりようそくしんきほんけいかく

」を策定
さくてい

す

るとともに、市健康福祉部
し け ん こ う ふ く し ぶ

に中核機関
ちゅうかくきかん

を設置
せ っ ち

し、 障
しょう

がい等
とう

により、判断能力
はんだんのうりょく

に欠
か

け

る、あるいは不十分
ふじゅうぶん

な人
ひと

が、不利益
ふ り え き

を被
こうむ

ったりすることのないよう成年後見制度
せいねんこうけんせいど

等
とう

の

利用
り よ う

を促進
そくしん

しています。 

 しかし、アンケート
あ ん け ー と

調査結果
ちょうさけっか

では成年後見制度
せいねんこうけんせいど

に関
かん

する認知度
に ん ち ど

は低
ひく

く、内容
ないよう

についても

あまり知
し

られていないという現状
げんじょう

のため、制度
せ い ど

についての周知
しゅうち

を図
はか

っていく必要
ひつよう

があ

ります。 

・障
しょう

がい者等
しゃとう

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

は、個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

を侵害
しんがい

するものであり、障
しょう

がい者等
しゃとう

の自立
じ り つ

や社会参加
しゃかいさんか

にとって大
おお

きな 妨
さまた

げとなります。 障
しょう

がい者等
しゃとう

への虐待事案
ぎゃくたいじあん

は全国的
ぜんこくてき

に

増加
ぞ う か

しています。本市
ほ ん し

においても、件数
けんすう

・通報
つうほう

は少
すく

ないものの、虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する相
そう

談
だん

が

ある状 況
じょうきょう

です。 

このことから、相談支援事業所
そうだんしえんじぎょうしょ

と連携
れんけい

し、障
しょう

がい者等
しゃとう

に対
たい

する虐待防止
ぎゃくたいぼうし

や早期発見
そうきはっけん

と

迅速
じんそく

な対応
たいおう

に努
つと

めていく必要
ひつよう

があります。 

・近年
きんねん

は、地域
ち い き

や家族
か ぞ く

など共同体
きょうどうたい

としての「つながり」が弱体化
じゃくたいか

していく中
なか

で、課題
か だ い

を

抱
かか

えながらも相談
そうだん

する相手
あ い て

がなく地域
ち い き

から孤立
こ り つ

してしまうケース
け ー す

や、８０５０問題
もんだい

の

ように、家庭内
かていない

に高齢者
こうれいしゃ

の介護
か い ご

や生活困窮
せいかつこんきゅう

などの複合的
ふくごうてき

な問題
もんだい

が発生
はっせい

しているケース
け ー す

もあります。 

市
し

では、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

より、分野
ぶ ん や

や世代
せ だ い

を超
こ

え、地域住民
ちいきじゅうみん

の複雑
ふくざつ

・複合化
ふくごうか

した支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するため、包括的
ほうかつてき

な支援体制
しえんたいせい

を整備
せ い び

しています。 

今後
こ ん ご

は、潜在化
せんざいか

した地域課題
ち い き か だ い

を掘
ほ

り起
お

こすためのアウトリーチ
あ う と り ー ち

の機能
き の う

の充実
じゅうじつ

に努
つと

める

など、複雑
ふくざつ

・複合化
ふくごうか

した課題解決
かだいかいけつ

に向
む

けて機能強化
きのうきょうか

を図
はか

っていく必要
ひつよう

があります。 

 



 
 

２９ 

《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

（1）成年後見制度等
せいねんこうけんせいどとう

の利用促進
りようそくしん

 

・成年後見制度等
せいねんこうけんせいどとう

について周知
しゅうち

を図
はか

り、制度
せ い ど

の利用
り よ う

が必要
ひつよう

な方
かた

が適切
てきせつ

に相談窓口
そうだんまどぐち

につな

がる環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。 

（2）虐待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

・早期発見
そうきはっけん

 

  ・障
しょう

がい者等
しゃとう

の虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

に努
つと

めるとともに、虐待
ぎゃくたい

の相談
そうだん

に対応
たいおう

するため、虐待
ぎゃくたい

 

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

し、関係機関
かんけいきかん

や地域
ち い き

との連携
れんけい

を図
はか

りながら、早期発見
そうきはっけん

と迅速
じんそく

な

対応
たいおう

に努
つと

めます。 

（3）重層的支援体制
じゅうそうてきしえんたいせい

の推進
すいしん

 

  ・対象者
たいしょうしゃ

の属性
ぞくせい

を問
と

わない相談支援
そうだんしえん

、多様
た よ う

な参加支援
さ ん か し え ん

、地域
ち い き

づくりに向
む

けた支援
し え ん

を一
いっ

体
たい

的
てき

に実施
じ っ し

することにより、地域住民
ちいきじゅうみん

の複雑
ふくざつ

・複合化
ふくごうか

した支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

する

包括的
ほうかつてき

な支援体制
しえんたいせい

の機能強化
きのうきょうか

に努
つと

めます。 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 

成年後見制度
せいねんこうけんせいど

の広
こう

報
ほう

・

啓発
けいはつ

 

（社会福祉課
しゃかいふくしか

 

・高齢者包括支援
こうれいしゃほうかつしえん

 

センター
せ ん た ー

） 

成年後見制度
せいねんこうけんせいど

の利用
り よ う

を支援
し え ん

する地域
ち い き

の窓口
まどぐち

を幅広
はばひろ

く周知
しゅうち

し、制度利
せ い ど り

用
よう

につながるよう取
と

り組
く

みます。 

 

 

成年後見制度利用支援事
せいねんこうけんせいどりようしえんじ

業
ぎょう

  

（社会福祉課
しゃかいふくしか

 

・高齢者包括支援
こうれいしゃほうかつしえん

 

センター
せ ん た ー

） 

 

 

成年後見制度
せいねんこうけんせいど

の利用
り よ う

に係
かか

る費用
ひ よ う

を支払
し は ら

うことが困難
こんなん

な人
ひと

に対
たい

し、そ

の費用
ひ よ う

を助成
じょせい

します。 

また、判断能力
はんだんのうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な人
ひと

で親族
しんぞく

による申
もう

し立
た

てが困難
こんなん

な場合
ば あ い

な

ど親族
しんぞく

の代
か

わりに大仙市
だいせんし

が手続
て つ づ

きを行
おこな

います。 

 



  

 
 

３０ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 

権利擁護
け ん り よ う ご

センター
せ ん た ー

事業
じぎょう

  

（大仙市社会福祉
だいせんししゃかいふくし

 

協議会
きょうぎかい

） 

日常生活自立支援事業
にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう

から成年後見制度利用
せいねんこうけんせいどりよう

までを一体
いったい

で進
すす

めてい

く体制
たいせい

づくりとして権利擁護
け ん り よ う ご

センター
せ ん た ー

および法人後見運営委員会
ほうじんこうけんうんえいいいんかい

を

設置
せ っ ち

し、権利擁護体制
けんりようごたいせい

の構築
こうちく

を図
はか

ります。 

◎日常生活自立支援事業
にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう

 

判断能力
はんだんのうりょく

が弱
よわ

まってきた知的障
ちてきしょう

がい者
しゃ

や精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

などが地
ち

域
いき

で安心
あんしん

して暮
く

らせるよう、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

に関
かん

する情報提供
じょうほうていきょう

や

利用手続
り よ う て つ づ

きの援助
えんじょ

、日常的
にちじょうてき

な金銭管理
きんせんかんり

を行
おこな

います。 

◎成年後見制度法人後見事業
せいねんこうけんせいどほうじんこうけんじぎょう

 

判断能力
はんだんのうりょく

が十分
じゅうぶん

ではない、知的障
ちてきしょう

がい者
しゃ

や精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

などに

対
たい

し、家庭裁判所
かていさいばんしょ

の審判
しんぱん

で成年後見人等
せいねんこうけんにんとう

に選任
せんにん

された場合
ば あ い

、成
せい

年後見制度
ねんこうけんせいど

を利用
り よ う

した支援
し え ん

を提供
ていきょう

します。 

権利擁護
け ん り よ う ご

、 障
しょう

がい者等
しゃとう

の虐待対応
ぎゃくたいたいおう

に関
かん

する

研修会
けんしゅうかい

の開催
かいさい

 

（社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

障
しょう

がい者等
しゃとう

の権利擁護
け ん り よ う ご

、虐待対応
ぎゃくたいたいおう

に関
かん

する研修会
けんしゅうかい

を開催
かいさい

し、関
かん

係機関
けいきかん

や地域
ち い き

への周知
しゅうち

を図
はか

り、成年後見制度
せいねんこうけんせいど

の利用促進
りようそくしん

や 障
しょう

がい

者等
しゃとう

の虐 待
ぎゃくたい

の早期発見
そうきはっけん

につなげます。 

重層的支援体制整備事業
じゅうそうてきしえんたいせいせいびじぎょう

 

（健康福祉部
けんこうふ くしぶ

、市民部
し み ん ぶ

、

企画部
き か く ぶ

、教育委員会
きょういくいいんかい

、大
だい

仙市社会福祉協議会
せんししゃかいふくしきょうぎかい

ほ

か） 

障
しょう

がい、高齢
こうれい

、子
こ

ども、生活困窮
せいかつこんきゅう

などの分野
ぶ ん や

や、相談者
そうだんしゃ

の世代等
せだいとう

に

かかわらず受
う

け入
い

れる、包括的
ほうかつてき

な相談体制
そうだんたいせい

を充実
じゅうじつ

させるとともに、

多様
たよう

な参加支援
さんかしえん

、地域
ち い き

づくりに向
む

けた支援
し え ん

を一体的
いったいてき

に実施
じ っ し

すること

により、地域住民
ちいきじゅうみん

の複雑
ふくざつ

・複合化
ふくごうか

した支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

します
 

。 

 

 

 

 

 

 重層的支援体制整備事業
じゅうそうてきしえんたいせいせいびじぎょう

（「つながる・ささえる」ネットワーク
ね っ と わ ー く

整備事業
せいびじぎょう

） 

     大仙市
だいせんし

では、事業名
じぎょうめい

を『「つながる・ささえる」ネットワーク
ね っ と わ ー く

整備事業
せいびじぎょう

』として 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

より実施
じ っ し

しています。 

複雑
ふくざつ

・複合化
ふくごうか

した課題
か だ い

を抱
かか

える地域住民
ちいきじゅうみん

を必要
ひつよう

な支援
し え ん

につなげるため、地域住民
ちいきじゅうみん

 

等
とう

との協 働
きょうどう

や各分野
かくぶんや

で実施
じ っ し

している相談支援
そうだんしえん

や地域
ち い き

づくり事業
じぎょう

の一層
いっそう

の連携等
れんけいとう

に 

よる包括的
ほうかつてき

な支援体制
しえんたいせい

を構築
こうちく

していきます。 



  

 
 

３１ 

施策分野
し さ く ぶ ん や

３ 情報
じょうほう

の取得
しゅとく

利用
り よ う

と意思疎通支援
い し そ つ う し え ん

の充実
じゅうじつ

 

《現状
げんじょう

・課題
か だ い

》 

・障
しょう

がい者等
しゃとう

が、あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

するためには、情報
じょうほう

の取得利用
しゅとくりよう

の向上
こうじょう

や

意思疎通手段
い し そ つ う し ゅ だ ん

の充実
じゅうじつ

が極
きわ

めて重要
じゅうよう

です。こうしたことから、障
しょう

がい者等
しゃとう

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

利用
り よ う

・意思
い し

疎通
そ つ う

に係
かか

る施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

することを目的
もくてき

に、「障害者
しょうがいしゃ

による

情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

び利用並
りようなら

びに意思疎通
い し そ つ う

に係
かか

る施策
し さ く

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」が令和
れ い わ

４（2022）

年
ねん

５月
がつ

に施行
し こ う

されました。 

・本市
ほ ん し

はこれまで、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

への音声広報
おんせいこうほう

による情報提供
じょうほうていきょう

や、聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

への

情報提供
じょうほうていきょう

、相談
そうだん

に対応
たいおう

するため窓口
まどぐち

に手話通訳者
しゅわつうやくしゃ

を設置
せ っ ち

するほか、手話通訳
しゅわつうやく

や要
よう

約筆記
やくひっき

などの意思疎通支援者
い し そ つ う し え ん し ゃ

の派遣
は け ん

を実施
じ っ し

しています。 

・アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

においては、日常生活
にちじょうせいかつ

において困
こま

っていることで「コミュニケーショ
こ み ゅ に け ー し ょ

ン
ん

がうまくとれない」と回答
かいとう

している人
ひと

も多
おお

くおり、障
しょう

がいの特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した、多様
た よ う

な意思疎通支援
い し そ つ う し え ん

を 行
おこな

っていく必要
ひつよう

があります。 

《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

（1）情報
じょうほう

の取得利用
しゅとくりよう

の向上
こうじょう

 

 ・障
しょう

がいの種類
しゅるい

・程度
て い ど

に応
おう

じた迅速
じんそく

・確実
かくじつ

な情報取得
じょうほうしゅとく

のための体制整備
たいせいせいび

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

（2）情報提供
じょうほうていきょう

の充実
じゅうじつ

 

 ・障
しょう

がい者等
しゃとう

への情報提供
じょうほうていきょう

にあたっては、障
しょう

がいの特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した情報提供
じょうほうていきょう

を行
おこな

います。 

（3）意思疎通支援
い し そ つ う し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 ・障
しょう

がい者等
しゃとう

が円滑
えんかつ

な意思疎通
い し そ つ う

ができるよう、意思疎通支援者
い し そ つ う し え ん し ゃ

の確保
か く ほ

、養成
ようせい

及
およ

び資質
し し つ

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

 



  

 
 

３２ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 

日常生活用具
にちじょうせいかつようぐ

の給付
きゅうふ

       

（社会福祉課
しゃかいふくしか

）  

障
しょう

がい者等
しゃとう

が必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、日常生活
にちじょうせいかつ

がより円滑
えんかつ

に行
おこな

われる

よう、情報意思疎通支援用具
じょうほう いしそ つうし えんようぐ

の給付等
きゅうふとう

を実施
じ っ し

します。 

 また、障
しょう

がい者等
しゃとう

のニーズ
に ー ず

を踏
ふ

まえ、支援
し え ん

用具
よ う ぐ

の見直
み な お

しを行
おこな

います
 

。
 

 

声
こえ

の広報
こうほう

、点字広報
てんじこうほう

の発行
はっこう

 

（社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

市
し

の広報紙
こうほうし

について、視覚障
しかくしょう

がい者等
しゃとう

に対
たい

し、声
こえ

の広報
こうほう

や点字広報
てんじこうほう

で

情報提供
じょうほうていきょう

を行
おこな

います。 

意思疎通支援事業
い し そ つ う し え ん じ ぎ ょ う

の

実施
じ っ し

 

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者等
しゃとう

からの相談
そうだん

等
とう

に対応
たいおう

するため、市
し

の窓口
まどぐち

に手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

を設置
せ っ ち

します。 

 また、医療機関
いりょうきかん

の受診
じゅしん

などに手話通訳者
しゅわつうやくしゃ

や要約筆記者
ようやくひっきしゃ

を派遣
は け ん

します。 

手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

の開催
かいさい

 

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

手話奉仕員養成講座
しゅわほうしいんようせいこうざ

を開催
かいさい

し、意思疎通支援者
い し そ つ う し え ん し ゃ

の養成
ようせい

を行
おこな

います。 

行政機関等
ぎょうせいきかんとう

における

配慮
はいりょ

 

  （全庁
ぜんちょう

） 

行政情報
ぎょうせいじょうほう

の提供等
ていきょうとう

を 行
おこな

う際
さい

は、多様
た よ う

な 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた配慮
はいりょ

を 行
おこな

う取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

３３ 

 

安心
あんしん

して暮
く

らせるまちづくり 

 

施策分野
し さ く ぶ ん や

４ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活環境
せいかつかんきょう

の整備
せ い び

 

《現状
げんじょう

・課題
か だ い

》 

・障
しょう

がい者等
しゃとう

が安心
あんしん

して快適
かいてき

な生活
せいかつ

をおくるためには、日常生活
にちじょうせいかつ

や外出
がいしゅつ

、社会参加
しゃかいさんか

の

妨
さまた

げになる社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

を取
と

り除
のぞ

き、 障
しょう

がい者等
しゃとう

に配慮
はいりょ

した生活環境等
せいかつかんきょうとう

の整備
せ い び

が

必要
ひつよう

です。 

また、災害発生時
さいがいはっせいじ

の迅速
じんそく

かつ適切
てきせつ

な情報提供
じょうほうていきょう

や、避難支援体制
ひなんしえんたいせい

の整備
せ い び

を図
はか

っていく

必要
ひつよう

があります。 

・本市
ほ ん し

では、障
しょう

がい者等
しゃとう

の外出
がいしゅつ

、社会参加
しゃかいさんか

を支援
し え ん

するために、公共施設
こうきょうしせつ

、道路等
どうろとう

のバリ
ば り

アフリー
あ ふ り ー

化
か

を進
すす

めるとともに、住宅環境
じゅうたくかんきょう

の利便性
りべんせい

や安全確保
あんぜんかくほ

を図
はか

るため、住宅
じゅうたく

のバ
ば

リアフリー
り あ ふ り ー

化
か

への助成
じょせい

を行
おこな

っています。 

また、要支援者
ようしえんしゃ

を地震
じ し ん

や風水害等
ふうすいがいとう

の災害
さいがい

から守
まも

り、被害
ひ が い

を最小限
さいしょうげん

に食
く

い止
と

めることを

目的
もくてき

とし、要支援者
ようしえんしゃ

の具体的
ぐたいてき

な避難支援対策
ひなんしえんたいさく

を示
しめ

した、大仙市避難行動要支援者
だいせんしひなんこうどうようしえんしゃ

避難支援
ひ な ん し え ん

プラン
ぷ ら ん

を策定
さくてい

し、要支援者
ようしえんしゃ

を支援
し え ん

する取組
とりくみ

を推進
すいしん

しています。 

・アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

において、安心
あんしん

して暮
く

らしていくためには、住
す

みやすい住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

や

整備
せ い び

、障
しょう

がい者等
しゃとう

に配慮
はいりょ

したまちづくりの推進
すいしん

が必要
ひつよう

であるとの回答
かいとう

が多
おお

くみられま

した。災害時
さいがいじ

に備
そな

え必要
ひつよう

な取組
とりくみ

としては、避難誘導
ひなんゆうどう

の体制
たいせい

づくりが必要
ひつよう

との回
かい

答
とう

が最
もっと

も多
おお

くなっています。 

・地域
ち い き

で安心
あんしん

して快適
かいてき

に暮
く

らせる生活
せいかつ

を実現
じつげん

するため、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

整備
せ い び

に対
たい

して支援
し え ん

するとともに、要支援者
ようしえんしゃ

を適切
てきせつ

に安全
あんぜん

な場所
ば し ょ

へ避難誘導
ひなんゆうどう

するため、自主防災組織
じしゅぼうさいそしき

など

要支援者
ようしえんしゃ

の避難支援
ひ な ん し え ん

に関係
かんけい

する組織等
そしきとう

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

ぐるみの避難体制
ひなんたいせい

の整
せい

備
び

を進
すす

め

て行
い

きます。 

 

基本目標
きほんもくひょう

２ 



 
 

３４ 

《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

（1）バリアフリー
ば り あ ふ り ー

社会
しゃかい

の推進
すいしん

 

・ 障
しょう

がい者等
しゃとう

や高齢者等
こうれいしゃとう

を含
ふく

め、すべての市民
し み ん

が安心
あんしん

して暮
く

らせるようバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を進
すす

めます。 

（2）居住環境
きょじゅうかんきょう

の整備
せ い び

 

  ・市営住宅
しえいじゅうたく

、一般住宅
いっぱんじゅうたく

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を促進
そくしん

するとともに、住宅
じゅうたく

セーフティネット
せ ー ふ て ぃ ね っ と

制度
せ い ど

の活用
かつよう

を推進
すいしん

し、民間賃貸住宅等
みんかんちんたいじゅうたくとう

への円滑
えんかつ

な入居
にゅうきょ

を促進
そくしん

します。 

（3）緊急時支援体制
きんきゅうじしえんたいせい

の整備
せ い び

 

・緊急時
きんきゅうじ

・災害時
さいがいじ

における情報手段
じょうほうしゅだん

を整備
せ い び

するとともに、避難支援関係者
ひなんしえんかんけいしゃ

と連携
れんけい

を図
はか

り避難支援体制
ひなんしえんたいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 

公共施設等
こうきょうしせつとう

のバリア
ば り あ

フリー
ふ り ー

化
か

の推進
すいしん

       

（全庁
ぜんちょう

）  

すべての市民
し み ん

が利用
り よ う

しやすい公共施設
こうきょうしせつ

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

 また、ハード
は ー ど

面
めん

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

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

るための啓発活動
けいはつかつどう

の実施
じ っ し

により、心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を進
すす

めます。 

住宅
じゅうたく

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

への助成
じょせい

 

（社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

身体障
しんたいしょう

がい者等
しゃとう

の日常生活
にちじょうせいかつ

がより円滑
えんかつ

におこなわれるよう、居宅
きょたく

のバ
ば

リアフリー
り あ ふ り ー

化
か

に対
たい

する費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

市営住宅
しえいじゅうたく

のバリアフ
ば り あ ふ

リー
り ー

化
か

の推進
すいしん

 

  （建築住宅課
けんちくじゅうたくか

） 

市営住宅
しえいじゅうたく

について、住宅環境
じゅうたくかんきょう

の利便性
りべんせい

や安全確保
あんぜんかくほ

を図
はか

るための手
て

すり

の取
と

り付
つ

けや、床
ゆか

の段差解消
だんさかいしょう

などのバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を推進
すいしん

します。 

セーフティーネット
せ ー ふ て ぃ ー ね っ と

住宅
じゅうたく

の登録促進
とうろくそくしん

 

  （建築住宅課
けんちくじゅうたくか

） 

住
す

まい探
さが

しにお困
こま

りの方
かた

の入居
にゅうきょ

を受
う

け入
い

れる住宅
じゅうたく

（セーフティーネッ
せ ー ふ て ぃ ー ね っ

ト
と

住 宅
じゅうたく

）の登録
とうろく

を促進
そくしん

するとともに、関係機関
かんけいきかん

への情報提供
じょうほうていきょう

を行
おこな

い、

住居確保
じゅうきょかくほ

において配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な方
かた

の利用促進
りようそくしん

につなげます。 

自主防災組織
じしゅぼうさいそしき

の

活性化
かっせいか

 

  （総合防災課
そうごうぼうさいか

） 

地域防災力
ちいきぼうさいりょく

の要
かなめ

となる自主防災組織
じしゅぼうさいそしき

の活動
かつどう

の活性化
かっせいか

を推進
すいしん

します。 



  

 
 

３５ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 

避難行動要支援者
ひなんこうどうようしえんしゃ

 

名簿
め い ぼ

の整備
せ い び

 

  （社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

災害時
さいがいじ

における避難行動要支援者名簿
ひなんこうどうようしえんしゃめいぼ

を整備
せ い び

し、避難支援関係者等
ひなんしえんかんけいしゃとう

と

平常時
へいじょうじ

から情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し、要支援者
ようしえんしゃ

の避難体制
ひなんたいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

避難行動要支援者
ひなんこうどうようしえんしゃ

 

個別避難計画
こべつひなんけいかく

の作成
さくせい

 

（社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

避難行動要支援者
ひなんこうどうようしえんしゃ

のうち、要支援者名簿
ようしえんしゃめいぼ

に記載
き さ い

されている情報
じょうほう

を避難
ひ な ん

支援関係者
しえんかんけいしゃ

に対
たい

し提供
ていきょう

することに同意
ど う い

されている方
かた

について、福
ふく

祉
し

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

との連携
れんけい

により個別避難計画
こべつひなんけいかく

を作成
さくせい

します。 

緊急時
きんきゅうじ

・災害時
さいがいじ

の情
じょう

報手段
ほうしゅだん

の整備
せ い び

 

（総合防災課
そうごうぼうさいか

、 

広報広聴課
こうほうこうちょうか

） 

報道機関
ほうどうきかん

、防災
ぼうさい

ラジオ
ら じ お

のほか、インターネット
い ん た ー ね っ と

を活用
かつよう

し、市
し

のホームペ
ほ ー む ぺ

ー
ー

ジ
じ

、防災
ぼうさい

ネット
ね っ と

だいせん、緊急速報
きんきゅうそくほう

メール
め ー る

等
とう

により情報提供
じょうほうていきょう

を行
おこな

うほか、自主防災組織
じしゅぼうさいそしき

、自治会
じ ち か い

、民生委員等
みんせいいいんとう

の 協 力
きょうりょく

を得
え

て、個別
こ べ つ

によ

る情 報
じょうほう

の伝達
でんたつ

ができるよう努
つと

めます。 

福祉避難所
ふくしひな んじょ

の確保
か く ほ

 

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

福祉避難所対象者
ふくしひなんじょたいしょうしゃ

の特定
とくてい

や施設
し せ つ

への直接避難
ちょくせつひなん

の可否
か ひ

についての検討
けんとう

を

行
おこな

うほか、新
あら

たに協定
きょうてい

を締結
ていけつ

し、指定施設
し て い し せ つ

を増
ふ

やしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

３６ 

施策分野
し さ く ぶ ん や

５ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の充実
じゅうじつ

 

《現状
げんじょう

・課題
か だ い

》 

・ 障
しょう

がい者等
しゃとう

が安心
あんしん

した生活
せいかつ

をおくるためには、 障
しょう

がいの特性
とくせい

や 状 況
じょうきょう

に応
おう

じたきめ

細
こま

やかな福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

していくことが必要
ひつよう

です。 

・本市
ほ ん し

はこれまで、 障
しょう

がい者等
しゃとう

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

で支
ささ

えるシステム
し す て む

を実現
じつげん

するため、地域
ち い き

生活支援拠点等
せいかつしえんきょてんとう

の整備
せ い び

や、基幹相談支援
きかんそうだんしえん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

など、利用者
りようしゃ

が必要
ひつよう

とするサー
さ ー

ビス
び す

を提供
ていきょう

できるよう体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めてきましたが、重 症
じゅうしょう

の心身障
しんしんしょう

がい者
しゃ

・児
じ

、

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な方
かた

、強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいを有
ゆう

する 障
しょう

がい者等
しゃとう

に対応
たいおう

できる事業
じぎょう

所
しょ

が

少
すく

ない状 況
じょうきょう

です。 

・このことを踏
ふ

まえ、これまで進
すす

めてきた福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の提供体制
ていきょうたいせい

の整備
せ い び

に加
くわ

え、重度
じゅうど

の障
しょう

がい者等
しゃとう

を受
う

け入
い

れる体制
たいせい

の整備
せ い び

や、専門的人材
せんもんてきじんざい

の確保
か く ほ

、育成
いくせい

を重点的
じゅうてんてき

に進
すす

めて

行
い

く必要
ひつよう

があります。 

《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

・強化
きょうか

 

・地域
ち い き

における相談支援
そうだんしえん

の中核機関
ちゅうかくきかん

である大仙市
だいせんし

基幹相談支援
きかんそうだんしえん

センター
せ ん た ー

を中心
ちゅうしん

に、

各相談
かくそうだん

支援事業所
しえんじぎょうしょ

が各々
おのおの

の機能
き の う

を生
い

かし相互
そ う ご

に連携
れんけい

し支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 

 また、地域
ち い き

の相談支援従事者
そうだんしえんじゅうじしゃ

の育成
いくせい

や、主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

（2）障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の提供
ていきょう

 

  ・障
しょう

がい者等
しゃとう

一人
ひ と り

ひとりの 障
しょう

がいの状態
じょうたい

やニーズ
に ー ず

に応
おう

じて、適切
てきせつ

な支援
し え ん

が受
う

けられ

るよう、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

、地域生活支援事業等
ちいきせいかつしえんじぎょうとう

のサービス
さ ー び す

量
りょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ると

ともに、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

（3）サービス
さ ー び す

提供体制
ていきょうたいせい

の整備
せ い び

 

・障
しょう

がい者等
しゃとう

の自立支援
じ り つ し え ん

の観点
かんてん

から、地域生活
ちいきせいかつ

についての意向等様々
いこうとうさまざま

な課題
か だ い

に対応
たいおう

し 

  たサービス
さ ー び す

提供体制
ていきょうたいせい

を整備
せ い び

するとともに、障
しょう

がい者等
しゃとう

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

で支
ささ

えるため 

社会
しゃかい

資源
し げ ん

を最大限
さいだいげん

に活用
かつよう

します。 

 



  

 
 

３７ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》  

相談支援体制
そうだんしえんたいせい

の充 実
じゅうじつ

 

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

の拠点
きょてん

として総合的
そうごうてき

な相談業務等
そうだんぎょうむとう

を 行
おこな

う、大仙市
だいせんし

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を中心
ちゅうしん

に、各関係
かくかんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障
しょう

がい者等
しゃとう

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

できるよう支援
し え ん

します。 

重 症
じゅうしょう

の心身
しんしん

障
しょう

が

い者
しゃ

・児
じ

等
とう

の受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の整備
せ い び

 

（社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

重 症
じゅうしょう

の心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

・児
じ

、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な方
かた

、強度行動障
きょうどこうどうしょう

がい

を有
ゆう

する 障
しょう

がい者等
しゃとう

の受
う

け入
い

れのための専門的人材
せんもんてきじんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

資源
し げ ん

の開発
かいはつ

に取
と

り組
く

みます。 

地域生活支援拠点等
ちいきせいかつしえんきょてんとう

の充実
じゅうじつ

 

（社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

地域生活支援拠点等
ちいきせいかつしえんきょてんとう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、機能
き の う

を担
にな

う事業所
じぎょうしょ

の登録
とうろく

を進
すす

めるとともに、コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

を配置
は い ち

し、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

等
とう

を進
すす

め、

効果的
こうかてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を目指
め ざ

します。 

事業所
じぎょうしょ

を対象
たいしょう

とした

研修会
けんしゅうかい

の開催
かいさい

 

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

）  

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の質
しつ

の向上
こうじょう

に関
かん

する研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、利用者
りようしゃ

が

安心
あんしん

して利用
り よ う

できる障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

等
とう

の利用
り よ う

支援
し え ん

 

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

身体
しんたい

の欠損
けっそん

または損
そこ

なわれた身体
しんたい

機能
き の う

を補完
ほ か ん

・代替
だいたい

し、日常生活
にちじょうせいかつ

や

社会生活
しゃかいせいかつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るために必要
ひつよう

な用具
よ う ぐ

の購入
こうにゅう

や修理
しゅうり

に要
よう

する費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を負担
ふ た ん

します。 

また、障
しょう

がい者等
しゃとう

の日常生活
にちじょうせいかつ

がより円滑
えんかつ

に行
おこな

われるための日常
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

を実施
じ っ し

します。 

難聴児
なんちょうじ

補聴器
ほちょうき

の

購入費
こうにゅうひ

助成
じょせい

 

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

対象
たいしょう

とならない軽度
け い ど

・中等度
ちゅうとうど

の難聴児
なんちょうじ

に対
たい

し、補聴器購入費用
ほちょうきこうにゅうひよう

の一部
い ち ぶ

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

児童
じ ど う

日常生活
にちじょうせいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

（社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

在宅
ざいたく

の小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

児童
じ ど う

の日常生活
にちじょうせいかつ

を支援
し え ん

するため、日常生活
にちじょうせいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

を行
おこな

います。 



  

 
 

３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《主
おも

な取組
とりくみ

》  

通所
つうしょ

施設
し せ つ

交通費
こうつうひ

助成
じょせい

 

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

（自立
じ り つ

訓練
くんれん

、就労移行支援
しゅうろういこうしえん

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

）

や地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を利用
り よ う

している方
かた

の通所
つうしょ

に係
かか

る費用
ひ よ う

を助成
じょせい

し

ます。 

タクシー
た く し ー

・バス
ば す

利用券
りようけん

の交付
こ う ふ

 

  （社会福祉課
しゃかいふくしか

）  

市内
し な い

に住 所
じゅうしょ

がある在宅
ざいたく

の障
しょう

がい者等
しゃとう

に、タクシー
た く し ー

・バス
ば す

料金
りょうきん

の一部
い ち ぶ

を

給付
きゅうふ

することにより、経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

し、社会参加
しゃかいさんか

の促
そく

進
しん

を図
はか

ります
  

。 



  

 
 

３９ 

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

一覧表
いちらんひょう

 

  

自立支援給付等 地域生活支援事業

■訪問系サービス

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護

・重度障がい者等包括支援

■日常生活支援

・移動支援事業

・相談支援事業

・基幹相談支援センター事業

・日常生活用具給付事業

・意思疎通支援事業

・生活サポート事業

・訪問入浴サービス事業

・手話奉仕員養成研修事業

・理解促進研修・啓発事業

■日中活動支援

・日中一時支援事業

・地域活動支援センター事業

■権利擁護支援

・成年後見制度利用支援事業

・成年後見制度法人後見支援事業

■障がい児通所支援

・児童発達支援

・放課後等デイサービス

・保育所等訪問支援

・居宅訪問型児童発達支援

■日中活動系サービス

・生活介護

・自立訓練（機能訓練）

・自立訓練（生活訓練）

・就労選択支援

・就労移行支援

・就労継続支援Ａ型

・就労継続支援Ｂ型

・就労定着支援

・療養介護

・短期入所（福祉型・医療型）

■居住系サービス

・自立生活援助

・共同生活援助

（グループホーム）

・施設入所支援

■相談支援

・計画相談支援

・地域移行支援

・地域定着支援
■社会参加支援

・自発的活動支援事業

・声の広報・点字広報の発行

・スポーツ・レクリエーション教室

の開催

■その他

・自動車運転免許取得・改造費助成

■障がい児相談支援

・障がい児相談支援

P.41

P.45

P.40

P.46

P.47

P.48

P.48

P.51

P.52

P.53

P.53



  

 
 

４０ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

等
とう

 

訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

       主
おも

な内容
ないよう

     取組
とりくみ

 

居
きょ

 宅
たく

 介
かい

 護
ご

 

ヘルパー
へ る ぱ ー

が 障
しょう

がい者等
しゃとう

の自宅
じ た く

で入浴
にゅうよく

や

排
はい

せつ、食事
しょくじ

などの介助
かいじょ

を 行
おこな

うサービス
さ ー び す

です
  

。 

利用者
りようしゃ

の高齢化
こうれいか

や重度
じゅうど

化
か

により事業量
じぎょうりょう

は増加
ぞ う か

する

と見込
み こ

まれるため、利用者
りようしゃ

のニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

したサー
さ ー

ビス
び す

提供
ていきょう

ができるよう

体制
たいせい

を確保
か く ほ

します。 

          

                  

重度訪問介護
じゅうどほうもんかいご

 

重度
じゅうど

の 障
しょう

がいがあり常
つね

に介護
か い ご

が必要
ひつよう

な方
かた

に、自宅
じ た く

で入浴
にゅうよく

や排
はい

せつ、食事
しょくじ

のなどの

介助
かいじょ

や外 出
がいしゅつ

の移動
い ど う

の補助
ほ じ ょ

を 行
おこな

うサービ
さ ー び

ス
す

です。 

同
どう

 行
こう

 援
えん

 護
ご

 

視覚
し か く

障
しょう

がいにより、移動
い ど う

が 著
いちじる

しく困難
こんなん

な方
かた

に、外 出
がいしゅつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や

移動
い ど う

の援護
え ん ご

を行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 

行
こう

 動
どう

 援
えん

 護
ご

 

知的
ち て き

障
しょう

がいや精神
せいしん

障
しょう

がいなどにより行
こう

動
どう

が困難
こんなん

で常
つね

に介護
か い ご

が必要
ひつよう

な方
かた

に、行
こう

動
どう

す

る時
とき

に必要
ひつよう

な介助
かいじょ

や外出
がいしゅつ

時
じ

の移動
い ど う

の補助
ほ じ ょ

などを行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 

 

重度
じゅうど

障
しょう

がい者等
しゃとう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

介護
か い ご

の必要
ひつよう

性
せい

がとても高
たか

い方に、複数
ふくすう

の

種類
しゅるい

のサービス
さ ー び す

などをまとめて提供
ていきょう

する

サービス
さ ー び す

です。 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

４１ 

  

《主
おも

な取組
とりくみ

》 自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

等
とう

 

日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

 

サービス
さ ー び す

 
      主

おも

な内容
ないよう

     取組
とりくみ

 

生活介護
せいかつかいご

 

常
つね

に介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする方
かた

に、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

や創作的
そうさくてき

活動
かつどう

などの

機会
き か い

を提 供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

です。 

利用者
りようしゃ

は 減少
げんしょう

傾向
けいこう

に あ

り、アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

のニー
に ー

ズ
ず

も低
ひく

かったため、今
こん

後
ご

事業量
じぎょうりょう

は 減少
げんしょう

していく

と見込
み こ

まれます。 

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

の ニーズ
に ー ず

等
とう

を

踏
ふ

まえサービス
さ ー び す

提供体制
ていきょうたいせい

を確保
かくほ

します。 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

 

身体
しんたい

障
しょう

がい者等
しゃとう

に、施設
し せ つ

やサービス
さ ー び す

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

で、または自宅
じ た く

を訪問
ほうもん

して、理学
り が く

療法
りょうほう

、

作業療法
さぎょうりょうほう

、その他
た

必
ひつ

要
よう

なリ
り

ハ
は

ビ
び

リ
り

テ
て

ー
ー

シ
し

ョ
ょ

ン
ん

、生活
せいかつ

等
とう

に関
かん

する相談
そうだん

、助言
じょげん

、その他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うサービス
さ ー び す

です
  

。 

 

利用
り よ う

期間
き か ん

18か月
げつ

以内
い な い

 

 

大仙
だいせん

市内
し な い

では事業所
じぎょうしょ

がな

いため、サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

提
てい

供
きょう

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の 新規参入
しんきさんにゅう

を 促
そく

進
しん

します
   

。 



  

 
 

４２ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

等
とう

 

日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

 

サービス
さ ー び す

 

      主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

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

、精神
せいしん

障
しょう

がい者等
しゃとう

に、施設
し せ つ

やサービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

で、または自宅
じ た く

を訪問
ほうもん

して、入浴
にゅうよく

、

排
はい

せつ、食事
しょくじ

など、自立
じ り つ

した日常生活
にちじょうせいかつ

を

営
いとな

むために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

、生活
せいかつ

等
とう

に関
かん

する

相談
そうだん

、助言
じょげん

、その他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うサー
さ ー

ビス
び す

です。 

 

利用
り よ う

期間
き か ん

24 か月
げつ

以内
い な い

（長期入院者
ちょうきにゅういんしゃ

の場合
ば あ い

は 36か月
げつ

以内
い な い

）  

現在
げんざい

利用者
りようしゃ

は少
すく

ないもの

の、アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

では

利用
り よ う

希望
き ぼ う

が多
おお

かったため、

事業量
じぎょうりょう

は増加
ぞ う か

していくと

見込
み こ

んでいます。 

一人
ひ と り

ひとりの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた質
しつ

の高
たか

い支援
し え ん

ができ

るよう、従事者
じゅうじしゃ

の資質
し し つ

の

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

就労選択支援
しゅうろうせんたくしえん

 

 

障
しょう

がい者本
しゃほん

人
にん

が就労先
しゅうろうさき

・ 働
はたら

き方
かた

につい

てより良
よ

い選択
せんたく

ができるよう、就労
しゅうろう

アセ
あ せ

スメント
す め ん と

の手法
しゅほう

を活用
かつよう

して、本
ほん

人
にん

の希望
き ぼ う

、

就 労
しゅうろう

能 力
のうりょく

や適性
てきせい

等
とう

に合
あ

った選択
せんたく

を支援
し え ん

するサービス
さ ー び す

です。 

 

令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

から新
あら

たに始
はじ

まる
 

サービス
さ ー び す

です。 

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

提
てい

供
きょう

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の

新
しん

規
き

参
さん

入
にゅう

を促
そく

進
しん

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

４３ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

等
とう

 

日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

 

サービス
さ ー び す

 

      主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

就労移行支援
しゅうろういこうしえん

 

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への 就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する方
かた

に、

一定
いってい

期間
き か ん

、就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

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

うサー
さ ー

ビス
び す

です。 

 

利用期間
り よ う き か ん

２年
ねん

 
就労
しゅうろう

系
けい

のサービス
さ ー び す

につい

ては、年
ねん

々
ねん

利用者
りようしゃ

が増加
ぞ う か

して
 

います。 

働
はたら

く意欲
い よ く

のある 障
しょう

がい

者等
しゃとう

が一人
ひ と り

でも多
おお

く就労
しゅうろう

できるよう、事業所
じぎょうしょ

や、ハ
は

ローワーク
ろ ー わ ー く

などと連携
れんけい

を

図
はか

ります。 

また、利用
り よ う

を希望
き ぼ う

する方
かた

が

適
てき

切
せつ

に利用
り よ う

できるよう、

提 供 量
ていきょうりょう

の拡大
かくだい

や、新
しん

規
き

事
じ

業
ぎょう

参
さん

入
にゅう

を促
そく

進
しん

していき
 

ます
 

。 

 

 

 

 

就労継続
しゅうろうけいぞく

支援
し え ん

Ａ
えー

型
がた

 

  

 

 

 

 

通 常
つうじょう

の事業所
じぎょうしょ

で働
はたら

くことが困難
こんなん

な方
かた

に、

雇用
こ よ う

契
けい

約
やく

により、就労
しゅうろう

の機会
き か い

の提供
ていきょう

や

生産
せいさん

活
かつ

動
どう

その他
た

の活動
かつどう

の機会
き か い

の 提供
ていきょう

、

知識
ち し き

や能 力
のうりょく

の向上
こうじょう

のための訓練
くんれん

を 行
おこな

う

サービス
さ ー び す

です。 

就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

Ｂ
びー

型
がた

 

就 労
しゅうろう

移
い

行
こう

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

を利用
り よ う

したが一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

の雇用
こ よ う

に結
むす

びつかない方
かた

や、一定
いってい

年
ねん

齢
れい

に達
たっ

している方
かた

等
とう

であって、就労
しゅうろう

の

機会
き か い

を通
つう

じ、生産活動
せいさんかつどう

に係
かか

る知識
ち し き

、能力
のうりょく

の

向 上
こうじょう

や維持
い じ

が期待
き た い

される方
かた

への支援
し え ん

を

行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 

就労定着支援
しゅうろうていちゃくしえん

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

、 自立
じ り つ

訓練
くんれん

、 就労移行支援
しゅうろういこうしえん

、

就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

を利用
り よ う

して通常
つうじょう

の事業所
じぎょうしょ

に

新
あら

たに雇用
こ よ う

された 障
しょう

がい者等
しゃとう

に対
たい

し、雇
こ

用
よう

に 伴
ともな

い 生
しょう

じる各種
かくしゅ

問題
もんだい

に関
かん

する相
そう

談
だん

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。  

 



  

 
 

４４ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

等
とう

 

日中活動系
にっちゅうかつどうけい

 

サービス
さ ー び す

 

     主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

療養介護
りょうようかいご

 

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

とする方
かた

に、主
おも

に

昼間
ひ る ま

に病 院
びょういん

等
とう

において機能
き の う

訓練
くんれん

、 療
りょう

養
よう

上
じょう

の管理
か ん り

、看護
か ん ご

などを提供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

です。 

利用者
りようしゃ

は 減少
げんしょう

傾向
けいこう

に あ

り、アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

のニー
に ー

ズ
ず

も低
ひく

かったため、今
こん

後
ご

事業量
じぎょうりょう

は 減少
げんしょう

していく

と見込
み こ

まれます。 

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

の ニーズ
に ー ず

等
とう

を

踏
ふ

まえサービス
さ ー び す

提供体制
ていきょうたいせい

を確保
かくほ

します。 

短期入所
たんきにゅうしょ

（福祉型
ふくしがた

） 

自宅
じ た く

で介護
か い ご

する人
ひと

が病気
びょうき

の場合
ば あ い

などに、

短期間
たんきかん

、夜間
や か ん

も含
ふく

め施
し

設
せつ

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

等
とう

を行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 

障
しょう

がい支援区分
し え ん く ぶ ん

が区分
く ぶ ん

１以上
いじょう

である 障
しょう

がい者
しゃ

や厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

が定
さだ

める区分
く ぶ ん

にお

ける区分
く ぶ ん

１以上
いじょう

に該当
がいとう

する児童
じ ど う

が対象
たいしょう

で

す
 

。 

このサービス
さ ー び す

は、介護者
かいごしゃ

に
  

とってのレスパイト
れ す ぱ い と

（休息
きゅうそく

）サービス
さ ー び す

として

の役割
やくわり

も担
にな

っており、家
か

族
ぞく

にとっても必要
ひつよう

なサー
さ ー

ビス
び す

と思
おも

われます。 

短期入所事業所
たんきにゅうしょじぎょうしょ

の 設置
せ っ ち

を

促
そく

進
しん

するとともに、需要
じゅよう

の

伸
の

びが生
しょう

じた際
さい

は、提
てい

供
きょう

量
りょう

の拡大
かくだい

を図
はか

ります
 

。 

短期入所
たんきにゅうしょ

（医療型
いりょうがた

） 

病 院
びょういん

、診療所
しんりょうじょ

、介護老人保健施設
かいごろうじんほけんしせつ

におい

て実施
じ っ し

するもので、遷延性意識障
せんえんせいいしきしょう

がい児
じ

・

者
しゃ

、筋
きん

萎縮性側
いしゅくせいそく

策
さく

硬化症
こうかしょう

等
とう

の運動
うんどう

ニューロ
に ゅ ー ろ

ン
ん

疾患
しっかん

の分類
ぶんるい

に属
ぞく

する疾患
しっかん

を有
ゆう

する者
もの

及
およ

び 重 症 心 身 障
じゅうしょうしんしんしょう

がい児
じ

・者等
しゃとう

が対象
たいしょう

で

す。 



  

 
 

４５ 

  

《主
おも

な取組
とりくみ

》 自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

等
とう

 

居住系
きょじゅうけい

 

サービス
さ ー び す

 
      主

おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

自立生活援助
じりつせいかつえんじょ

 

障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

からひとり暮
ぐ

らしへの

移
い

行
こう

を希望
き ぼ う

する方
かた

に、一定
いってい

の期間
き か ん

にわたり

定期的
ていきてき

な自宅
じ た く

訪問
ほうもん

や随時
ず い じ

の対応
たいおう

により

日常生活
にちじょうせいかつ

における課題
か だ い

を把握
は あ く

し、必要
ひつよう

な

手助
て だ す

けを行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 

大仙
だいせん

市内
し な い

では事業所
じぎょうしょ

がな

いため、サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

提
てい

供
きょう

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の 新規参入
しんきさんにゅう

を 促
そく

進
しん

します
  

。 

共同生活援助
きょうどうせいかつえんじょ

 

（グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

） 

夜間
や か ん

や休 日
きゅうじつ

、共同生活
きょうどうせいかつ

を行
おこな

う住居
じゅうきょ

で、

相談
そうだん

や 日常生活上
にちじょうせいかつじょう

の 援助
えんじょ

を 行
おこな

う サ
さ

ービス
ー び す

です。 

地域
ち い き

移
い

行
こう

者
しゃ

の増加
ぞ う か

を見込
み こ

み、既存
き ぞ ん

ホーム
ほ ー む

の拡充
かくじゅう

や、

新規事業参入
しんきじぎょうさんにゅう

を進
すす

めます
  

。 

施設入所支援
しせつにゅうしょしえん

 

施設
し せ つ

に入 所
にゅうしょ

する方
かた

に、夜間
や か ん

や休日
きゅうじつ

に、

入 浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

などの介護
か い ご

を 行
おこな

う

サービス
さ ー び す

です。 

施設入所支援
しせつにゅうしょしえん

については、

施設入所者
しせつにゅうしょしゃ

が地域
ち い き

に移
い

行
こう

していくことを 目標
もくひょう

と
  

して
 

います。 

地域
ち い き

に移
い

行
こう

できるよう受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

め

ます
  

。 



  

 
 

４６ 

  

《主
おも

な取組
とりくみ

》 自立支援給付
じ り つ し え ん き ゅ う ふ

等
とう

 

相談支援
そうだんしえん

       主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

計画相談支援
けいかくそうだんしえん

 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

する時
とき

に必要
ひつよう

となる計画
けいかく

案
あん

の作成
さくせい

やサービス
さ ー び す

利用
り よ う

に 伴
ともな

う相談
そうだん

や事業
じぎょう

者等
しゃとう

と連絡調整
れんらくちょうせい

を 行
おこな

うサ
さ

ービス
ー び す

です。 

市
し

と 各相談支援事業所
かくそうだんしえんじぎょうしょ

と

の連携
れんけい

を密
みつ

にしながら、

迅速
じんそく

・的確
てきかく

な相談
そうだん

対応
たいおう

がで

きる体
たい

制
せい

づくりに努
つと

める

とともに、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

専
せん

門
もん

員
いん

の資質向上
ししつこうじょう

に取
と

り組
く

んで
  

いきます。 

地域移行支援
ち い き い こ う し え ん

 

障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

や精神科病院
せいしんかびょういん

に 入院
にゅういん

している方
かた

に対
たい

し、住
す

まいの確保
か く ほ

や、地域
ち い き

での生活
せいかつ

に移
い

行
こう

するための活動
かつどう

に関
かん

する

相談
そうだん

、各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

への同
どう

行
こう

を

行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 

地域定着支援
ちいきていちゃくしえん

 

自宅
じ た く

で単身
たんしん

で生活
せいかつ

する方
かた

などに対
たい

し、常
つね

に

連
れん

絡
らく

体
たい

制
せい

を確保
か く ほ

し、 障
しょう

がいの特性
とくせい

による

緊急事態
きんきゅうじたい

における相談
そうだん

や、サービス
さ ー び す

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

との連絡調整
れんらくちょうせい

などを支
し

援
えん

するサー
さ ー

ビス
び す

です。 



  

 
 

４７ 

  

《主
おも

な取組
とりくみ

》 自立支援給付
じ り つ し え ん き ゅ う ふ

等
とう

 

障
しょう

がい児通所
じつ うしょ

支援
し え ん

      主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

児童発達支援
じどうはったつしえん

 

日常生活
にちじょうせいかつ

における基
き

本的
ほんてき

な動作
ど う さ

の指導
し ど う

、

集団生活
しゅうだんせいかつ

への適応
てきおう

訓練
くんれん

などの支援
し え ん

を 行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 

障
しょう

がい児一
じ ひ と

人
り

ひとりの

状 況
じょうきょう

に応
おう

じたサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

を促
そく

進
しん

するととも

に、需要
じゅよう

動向
どうこう

をみながら、

提 供 量
ていきょうりょう

の拡大
かくだい

や新規事
し ん き じ

業 参 入
ぎょうさんにゅう

を促
そく

進
しん

します
 

。 

放課後等
ほ う か ご と う

デイサービス
で い さ ー び す

 

学校
がっこう

（幼稚園
ようちえん

及
およ

び大学
だいがく

を除
のぞ

く。）に就学
しゅうがく

し

ている 障
しょう

がい児
じ

について、授業
じゅぎょう

の終 了
しゅうりょう

後
ご

や休校日
きゅうこうび

に、生活能力
せいかつのうりょく

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

、社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

の促進
そくしん

などの

支援
し え ん

を 行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 

保育所等訪問支援
ほいくしょとうほうもんしえん

 

 

保育所
ほいくしょ

その他
た

の児童
じ ど う

が集団生活
しゅうだんせいかつ

を 営
いとな

む

施設
し せ つ

等
とう

に通
かよ

う 障
しょう

がい児
じ

について、施設
し せ つ

に

おける 障
しょう

がい児
じ

以外
い が い

の児童
じ ど う

との集団生
しゅうだんせい

活
かつ

への適応
てきおう

のため専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

などを 行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 

 

母子保健
ぼ し ほ け ん

、医療
いりょう

、保育
ほ い く

、

教育分野
きょういくぶんや

との連携
れんけい

を図
はか

り

ながらサービス
さ ー び す

利用
り よ う

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

います。 

居宅訪問型児童発達支援
きょたくほうもんがたじどうはったつしえん

 

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

するために外
がい

出
しゅつ

することが 著
いちじる

しく困
こん

難
なん

な 障
しょう

がい児
じ

の居宅を訪問
ほうもん

して発達
はったつ

支援
し え ん

を 行
おこな

うサー
さ ー

ビス
び す  

です。 

大仙
だいせん

市内
し な い

では事業所
じぎょうしょ

がな

い た め 、 サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

の新規参入
しんきさんにゅう

を促
そく

進
しん

します
 

。 



  

 
 

４８ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 自立支援給付
じ り つ し え ん き ゅ う ふ

等
とう

 

障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

       主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

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

の心身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

や環境
かんきょう

、 障
しょう

が

い児
じ

又
また

は保護者
ほ ご し ゃ

のサービス
さ ー び す

利用
り よ う

の意向
い こ う

、

利用
り よ う

する 障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

の種類
しゅるい

及
およ

び

内容
ないよう

などを定
さだ

めた計画
けいかく

を作成
さくせい

し、その計画
けいかく

に沿
そ

った相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

うサービス
さ ー び す

です
 

。 

市
し

と 各相談支援事業所
かくそうだんしえんじぎょうしょ

と

の連携
れんけい

を密
みつ

にしながら、

迅速
じんそく

・的確
てきかく

な相談
そうだん

対応
たいおう

がで

きる体
たい

制
せい

づくりに努
つと

める

とともに、相談支援
そうだんしえん

専門員
せんもんいん

の資質向上
ししつこうじょう

に取
と

り組
く

んで

いきます
 

。 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 地域生活支援事業
ちいきせいかつしえんじぎょう

 

日常生活支援
にちじょうせいかつしえん

       主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

移動支援事業
いどうしえんじぎょう

 

官公庁
かんこうちょう

や金融機関
きんゆうきかん

での手
て

続
つづ

き、公的行
こうてきぎょう

事
じ

への参加
さんか

、生活
せいかつ

必需品
ひつじゅひん

の買
か

い物
もの

など、外出
がいしゅつ

の際
さい

に支援
し え ん

が必要
ひつよう

であると認
みと

められる方
かた

に支援
し え ん

を行
おこな

います。 

サービス
さ ー び す

を 利用者
りようしゃ

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じて適
てき

切
せつ

に 行
おこな

うた

め、一人
ひ と り

ひとりの状 況
じょうきょう

に

応
おう

じた質
しつ

の高
たか

い支
し

援
えん

がで

きるよう、従事者
じゅうじしゃ

の資
し

質
しつ

の

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

相談支援事業
そうだんしえんじぎょう

 

専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

を有
ゆう

する相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

が、

相談
そうだん

に応じ
お う じ

、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

や、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

います。 

市
し

と 各相談
かくそうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と

の連携
れんけい

を密
みつ

にしながら、

迅速
じんそく

・的確
てきかく

な相談
そうだん

対応
たいおう

がで

きる体制
たいせい

づくりに努
つと

める

とともに、地域
ち い き

における

相談
そうだん

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う、基幹相談
きかんそうだん

支援
し え ん

セン
せ ん

ター
た ー

の 機能強化
きのうきょうか

に 努
つと

め

ます
 

。 

基幹相談支援
きかんそうだんしえん

 

センター
せ ん た ー

事業
じぎょう

 

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 相談支援事業者間
そうだんしえんじぎょうしゃかん

の 連絡調整
れんらくちょうせい

、 関
かん

係機関
けいきかん

の連携
れんけい

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

また、地域
ち い き

の相談支援事業者
そ う し え ん じ ぎ ょ う し ゃ

の人材育成
じんざいいくせい

を

行
おこな

います。 



  

 
 

４９ 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 地域生活支援事業
ちいきせいかつしえんじぎょう

 

日常生活支援
にちじょうせいかつしえん

       主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

日常生活用具給付事業
にちじょうせいかつようぐきゅうふじぎょう

 

 

 

障
しょう

がい者
しゃ

や難病患者
なんびょうかんじゃ

の方
かた

の日常生活
にちじょうせいかつ

の

利便
り べ ん

を図
はか

るため、日常生活用具
にちじょうせいかつようぐ

を給付
きゅうふ

する

事業
じぎょう

です。 

 

給付内容
きゅうふないよう

 

・介護訓練支援用具
かいごくんれんしえんようぐ

 

（特殊
とくしゅ

寝台
しんだい

、特殊
とくしゅ

マット
ま っ と

など）  

・自立生活支援用具
じりつせいかつしえんようぐ

 

（入浴補助用具
にゅうよくほじょようぐ

、聴覚
ちょうかく

障
しょう

がい者用
しゃよう

屋内
おくない

信号
しんごう

装置
そ う ち

など） 

・在宅療養等支援用具
ざいたくりょうようとうしえんようぐ

 

（電気式
でんきしき

たん吸引器
きゅういんき

、盲人用体温計
もうじんようたいおんけい

 

など） 

・情 報
じょうほう

・意思疎通支援用具
い し そ つ う し え ん よ う ぐ

 

（点字器
て ん じ き

、人
じん

工喉頭
こうこうとう

など） 

・排
はい

せつ管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

 

（ストマ
す と ま

用装具
ようそうぐ

など） 

・居宅
きょたく

生活
せいかつ

動作
ど う さ

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

 

（手
て

すりの取
と

り付
つ

けなどの小規模
しょうきぼ

な住
じゅう

 

宅改修
たくかいしゅう

を 行
おこな

う際
さい

の費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

助成
じょせい

）  

 

 

 

 

 

障
しょう

がい者等
しゃとう

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた支給
しきゅう

に努
つと

めるととも

に、給付
きゅうふ

内容
ないよう

に関
かん

し、障
しょう

が

い者等
しゃとう

のニーズ
に ー ず

を反映
はんえい

さ

せ、新
あら

たな用具
よ う ぐ

の給付等
きゅうふとう

に

努
つと

めます。 



  

 
 

５０ 

  

《主
おも

な取組
とりくみ

》 地域生活支援事業
ちいきせいかつしえんじぎょう

 

日常生活支援
にちじょうせいかつしえん

       主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

意思疎通支援事業
い し そ つ う し え ん じ ぎ ょ う

 

聴 覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

・音声
おんせい

機能
き の う

その他
た

の障
しょう

がいの

ため、意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることに支
し

障
しょう

がある

方
かた

に、手話通訳者
しゅわつうやくしゃ

や要約筆記者
ようやくひっきしゃ

を派遣
は け ん

する
  

サービス
さ ー び す  

です。 

市
し

では、手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

１名
めい

を

設置
せ っ ち

し、窓口
まどぐち

等
とう

での対応
たいおう

を

行
おこな

っています。 

県
けん

や関係
かんけい

機関
き か ん

、派遣
は け ん

登録者
とうろくしゃ

の 協 力
きょうりょく

を得
え

ながら聴覚
ちょうかく

等
とう

に 障
しょう

がいがある方
かた

の意
い

思疎通支援
し そ つ う し え ん

に取
と

り組
く

んで

いきます
 

。 

生活
せいかつ

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

 

障
しょう

がい支援
し え ん

区分
く ぶ ん

が非該当
ひがいとう

で、障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の居宅介護
きょたくかいご

の利用
り よ う

ができない方
かた

に、月
つき

５０時
じ

間
かん

以
い

内
ない

で必要
ひつよう

な家事
か じ

支援
し え ん

を

行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 

サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

の 意向
い こ う

を

踏
ふ

まえ提供体制
ていきょうたいせい

の確保
か く ほ

を

図
はか

っていきます。 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

 

入浴車
にゅうよくしゃ

が自宅
じ た く

を訪問
ほうもん

して入浴介護
にゅうよくかいご

を 行
おこな

う
 

サービス
さ ー び す

です。 

サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

の 意向
い こ う

を

踏
ふ

まえ提供体制
ていきょうたいせい

の確保
か く ほ

を

図
はか

っていきます。 

手話奉仕員養成研修事業
しゅわほうしいんようせいけんしゅうじぎょう

 

意思疎通
い し そ つ う

を図
はか

ることに支障
ししょう

がある方
かた

が、

自立
じりつ

した日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会生活
しゃかいせいかつ

を 営
いとな

むことができるよう、日常的
にちじょうてき

な会話
か い わ

がで

きる程度
て い ど

の手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

の養成
ようせい

を 行
おこな

う事業
じぎょう

です
 

。 

手話奉仕員
しゅわほう しいん

を年
ねん

間
かん

１８名
めい

養成
ようせい

することを目標
もくひょう

とし

ます
 

。 



  

 
 

５１ 

  

《主
おも

な取組
とりくみ

》 地域生活支援事業
ちいきせいかつしえんじぎょう

 

日常生活支援
にちじょうせいかつしえん

       主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

理解促進研修
りかいそくしんけんしゅう

・啓発事業
けいはつじぎょう

 

 

【再掲
さいけい

】 

障
しょう

がい者等
しゃとう

が、日常生活
にちじょうせいかつ

及
およ

び社会生活
しゃかいせいかつ

を

営
いとな

むうえで生
しょう

じる「社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

」を除去
じょきょ

するため、 障
しょう

がい者等
しゃとう

の理解
り か い

を深
ふか

めるた

めの研 修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を通
つう

じて地域
ち い き

の住民
じゅうみん

の方
かた

への働
はたら

きかけをする事
じ

業
ぎょう

です。 

市
し

の広報
こうほう

・ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

等
とう

 

を活用
かつよう

し、障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

 

などに合
あ

わせ、市民
し み ん

への啓
けい

 

発
はつ

活
かつ

動
どう

を 行
おこな

います
 

。 

また、 障
しょう

がい者等
しゃとう

に対
たい

す

る理解
り か い

を深
ふか

めるため、普
ふ

及啓発
きゅうけいはつ

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

を作
さく

成
せい

し周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

日中
にっちゅう

活動
かつどう

支援
し え ん

       主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

日中一時支援事業
にっちゅういちじしえんじぎょう

 

家族
か ぞ く

の就労支援
しゅうろうしえん

や日常介護
にちじょうかいご

している家族
か ぞ く

の負担軽減
ふたんけいげん

を図
はか

ることを目的
もくてき

として、

日 中
にっちゅう

において介護
か い ご

する方
かた

がいない場合
ば あ い

、

一時的
いちじてき

に見守
み ま も

り等
とう

の支援
し え ん

をします。 

実施事業所
じっしじぎょうしょ

の提供体制
ていきょうたいせい

の

確保
か く ほ

を図
はか

るとともに、需要
じゅよう

が伸
の

びた場
ば

合
あい

は、提 供 量
ていきょうりょう

の拡大
かくだい

や、新規
し ん き

事業参入
じぎょうさんにゅう

を促
そく

進
しん

します。 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センタ
せ ん た

 

ー
ー

事業
じぎょう

 

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

・ 生産
せいさん

活動
かつどう

・ 地域社会
ちいきしゃかい

と の

交流促進
こうりゅうそくしん

などの機会
き か い

を提
てい

供
きょう

します。 

利用者
りようしゃ

が快適
かいてき

に活動
かつどう

でき

るよう、支援体制
しえんたいせい

の整備
せ い び

に

努
つと

めます。 



  

 
 

５２ 

  

《主
おも

な取組
とりくみ

》 地域生活支援事業
ちいきせいかつしえんじぎょう

 

権利擁護支援
け ん り よ う ご し え ん

       主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

成年後見制度利用支援
せいねんこうけんせいどりようしえん

 

事業
じぎょう

 

成年後見制度
せいねんこうけんせいど

は、判断能力
はんだんのうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な方
かた

が、サービス
さ ー び す

利用
り よ う

の際
さい

に必要
ひつよう

となる契約
けいやく

な

どの法律
ほうりつ

行
こう

為
い

や、日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

の支払
し は ら

い

などを「成年後見人等
せいねんこうけんにんとう

」が本人
ほんにん

に代
か

わって

行
おこな

う制度
せ い ど

です。 

市
し

では、低所得者
ていしょとくしゃ

が家庭裁判所
かていさいばんしょ

に成年
せいねん

後見等
こうけんとう

を申
もう

し立
た

てる際
さい

の費用
ひ よ う

を助成
じょせい

する

など、成年後見制度
せいねんこうけんせいど

の利用
り よ う

を支援
し え ん

してい

ます
 

。 

事業
じぎょう

について周知
しゅうち

を図
はか

る

とともに、制度利用
せ い ど り よ う

につい

て適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

いま

す
 

。 

成年後見制度法人後見
せいねんこうけんせいどほうじんこうけん

支援事業
しえんじぎょう

 

成年後見制度
せいねんこうけんせいど

における後見等
こうけんとう

の業務
ぎょうむ

を

適切
てきせつ

に 行
おこな

うことができる法人
ほうじん

を確保
か く ほ

でき

る体制
たいせい

を整備
せ い び

するとともに、市民後見人
しみんこうけんにん

の

活用
かつよう

も含
ふく

めた法人後見
ほうじんこうけん

の活動
かつどう

を支援
し え ん

し

ます
 

。 

後見等
こうけんとう

の業務
ぎょうむ

を適
てき

切
せつ

に 行
おこな

うことができる法人
ほうじん

の育
いく

成
せい

に努
つと

めます。 



  

 
 

５３ 

                           

 

 

 

《主
おも

な取組
とりくみ

》 地域生活支援事業
ちいきせいかつしえんじぎょう

 

社会参加支援
しゃかいさんかしえん

       主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

自発的活動支援事業
じはつてきかつどうしえんじぎょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

やその家族
か ぞ く

、地域住民等
ちいきじゅうみんとう

が

地域
ち い き

において自発的
じはつてき

に 行
おこな

う活動
かつどう

を支援
し え ん

し

ます
 

。 

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

やその家族
か ぞ く

が

互
たが

いの悩
なや

みを 共有
きょうゆう

し、

情報交換
じょうほうこうかん

できる 交流
こうりゅう

活
かつ

動
どう

を支援
し え ん

します。 

声
こえ

の広報
こうほう

、点字
て ん じ

広報
こうほう

の発
はつ

行
こう

 

【再掲
さいけい

】 

市
し

の広報紙
こうほうし

について、視覚障
しかくしょう

がい者等
しゃとう

に対
たい

し、声
こえ

の広報
こうほう

や点字広報
てんじこうほう

で情報提供
じょうほうていきょう

を

行
おこな

います。 

市政
し せ い

の内容
ないよう

が適切
てきせつ

に伝
つた

わ

るよう事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します
 

。 

スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーシ
れ く り え ー し

ョン
ょ ん

教室
きょうしつ

の開催
かいさい

 

スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

を通
つう

じ

て、 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の体力増強
たいりょくぞうきょう

、交流
こうりゅう

、

余暇等
よ か と う

に資
し

するため、各種
かくしゅ

スポーツ
す ぽ ー つ

・レク
れ く

リエーション
り え ー し ょ ん

教室
きょうしつ

や 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

を開
かい

催
さい

し、 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

に触
ふ

れ

る機会
き か い

を提
てい

供
きょう

します。 

障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

が開催
かいさい

す

る、グランドゴルフ
ぐ ら ん ど ご る ふ

大会
たいかい

や

軽
けい

スポーツ
す ぽ ー つ

教室
きょうしつ

を 支援
し え ん

しま
 

す。 

その他
た

       主
おも

な内容
ないよう

    取組
とりくみ

 

自動車運転免許取得
じどうしゃうんてんめんきょしゅとく

・

改造費助成
かいぞうひじょせい

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

等
とう

の就労
しゅうろう

、通学
つうがく

及
およ

び通院
つういん

等
とう

に 伴
ともな

い必要
ひつよう

となる普通自動車免許
ふつうじどうしゃめんきょ

の取得
しゅとく

や、自動車改造
じどうしゃかいぞう

に要
よう

する費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

することにより、社会参加
しゃかいさんか

の促進
そくしん

を図
はか

りま

す
 

。 

運転免許取得
うんてんめんきょしゅとく

及
およ

び 自動車
じどうしゃ

改造
かいぞう

に要
よう

した費用
ひ よ う

の３分
ぶん

の２（最大
さいだい

１０万円
まんえん

）を

助成
じょせい

します。 



  

 
 

５４ 

施策分野
し さ く ぶ ん や

６ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

等
とう

の推進
すいしん

 

《現状
げんじょう

・課題
か だ い

》 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が地域
ち い き

社会
しゃかい

において安心
あんしん

した生活
せいかつ

をおくるためには、身体
か ら だ

や 心
こころ

の健康
けんこう

を

保
たも

つことが大切
たいせつ

であり、必要
ひつよう

な時
とき

に医療
いりょう

、リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

等
とう

を受
う

けられる環境
かんきょう

や、

不安
ふ あ ん

や悩
なや

みを一人
ひ と り

で抱
かか

え込
こ

まず相談
そうだん

できる環境
かんきょう

が必要
ひつよう

です。 

 また、障
しょう

がいや疾病
しっぺい

を予防
よ ぼ う

するとともに、早期
そ う き

に発見
はっけん

し、適切
てきせつ

な治療
ちりょう

や支援
し え ん

につなげ

ることが重要
じゅうよう

です。 

・本市
ほ ん し

では、疾病
しっぺい

、障
しょう

がい等
とう

の予防
よ ぼ う

や早期
そ う き

発見
はっけん

を図
はか

るための各種
かくしゅ

健
けん

診
しん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

や地域
ち い き

で高度
こ う ど

医療
いりょう

を受
う

けることができる医療環境
いりょうかんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

めています。 

・相談
そうだん

体制
たいせい

については、子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

に関
かん

する総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

や心
こころ

とからだに関
かん

する相談窓口
そうだんまどぐち

を整備
せ い び

し、メンタルヘルス
め ん た る へ る す

の向上
こうじょう

に努
つと

めています。 

・本市
ほ ん し

では、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

等
とう

の向上
こうじょう

に努
つと

めていますが、 障
しょう

がい児
じ

に関
かん

する医療体制
いりょうたいせい

や、

早期療育支援体制
そうきりょういくしえんたいせい

については、整備
せ い び

が進
すす

んでいない 状 況
じょうきょう

のため、医療
いりょう

機関
き か ん

や障
しょう

がい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

とも連携
れんけい

し、体制
たいせい

整備
せ い び

を図
はか

っていく必要
ひつよう

があります。 

《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

 

・妊娠期
にんしんき

から子育
こ そ だ

て期
き

にわたる切
き

れ目
め

のない子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

を提
てい

供
きょう

する総合的相談機関
そうごうてきそうだんきかん

を

設置
せ っ ち

し、安心
あんしん

安全
あんぜん

に子
こ

育
そだ

てができるよう支援
し え ん

するとともに、こころの健康
けんこう

の維持
い じ

・増進
ぞうしん

のため専門的
せんもんてき

知識
ち し き

を有
ゆう

する相談員
そうだんいん

を配置
は い ち

し、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

（2）健
けん

康
こう

づくりの充
じゅう

実
じつ

 

・ 障
しょう

がいの原因
げんいん

ともなる生活習慣病
せいかつしゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

や早期
そ う き

発見
はっけん

のための各種
かくしゅ

健
けん

診
しん

事業
じぎょう

や健康
けんこう

づくり事業
じぎょう

などの実施
じ っ し

により、市民
し み ん

の心身
しんしん

の健康
けんこう

保持
ほ じ

と意識
い し き

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

（3）地域
ち い き

医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

  

・地域
ち い き

の中核
ちゅうかく

病院
びょういん

である大曲厚生医療
おおまがりこうせいいりょう

センター
せ ん た ー

の救急医療体制
きゅうきゅういりょうたいせい

の強化
きょうか

と医療
いりょう

機器
き き

の整
せい

備
び

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、輪番制
りんばんせい

による救急医療体制
きゅうきゅういりょうたいせい

の確保
か く ほ

を図
はか

ります。 



  

 
 

５５ 

 

《主
おも

な取組
とりくみ

》  

母子健康教育
ぼしけんこうきょういく

・健康
けんこう

相談
そうだん

 

（健康
けんこう

増進
ぞうしん

 

センター
せ ん た ー

） 

妊産婦
にんさんぷ

・乳幼児
にゅうようじ

に、個別的
こべつてき

または集団的
しゅうだんてき

に保健
ほ け ん

指導
し ど う

を実施
じ っ し

し、健全
けんぜん

な

健康
けんこう

の保持
ほ じ

増進
ぞうしん

を支援
し え ん

します。 

◎乳幼児健康教育
にゅうようじけんこうきょういく

、妊産婦健康教育
にんさんぷけんこうきょういく

 

◎離乳食教室
りにゅうしょくきょうしつ

 

◎パパママ
ぱ ぱ ま ま

教室
きょうしつ

 

◎プレネイタル
ぷ れ ね い た る

・ビジット
び じ っ と

事業
じぎょう

（小児科医
し ょ う に か い

による育児
い く じ

相談室
そうだんしつ

） 

◎乳幼児健康相談
にゅうようじけんこうそうだん

 

◎妊婦健康相談
にんぷけんこうそうだん

 

◎産
さん

後
ご

ケア
け あ

事
じ

業
ぎょう

 

◎５歳児相談会
さいじそうだんかい

 

◎産前産後
さんぜんさんご

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

 

ほっとスペース
す ぺ ー す

（臨床心理士
りんしょうしんりし

による

カウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

事業
じぎょう

）（健康
けんこう

増進
ぞうしん

 

センター
せ ん た ー

） 

こころの健康
けんこう

の維持
い じ

・増進
ぞうしん

のため、専門的
せんもんてき

知識
ち し き

を有
ゆう

する相談員
そうだんいん

による

カウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

を実施
じ っ し

し、早期
そ う き

の問題
もんだい

解決
かいけつ

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

保健師
ほ け ん し

によるこころ

の健康
けんこう

相談
そうだん

 

（健康
けんこう

増進
ぞうしん

 

センター
せ ん た ー

） 

健康
けんこう

問題
もんだい

や経済
けいざい

問題
もんだい

等
とう

の相談
そうだん

に対
たい

し、保健師
ほ け ん し

が相談
そうだん

に応
おう

じ、早期
そ う き

に問題
もんだい

解決
かいけつ

できるよう支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

健康
けんこう

づくりの啓発
けいはつ

と

推進
すいしん

  

（健康
けんこう

増進
ぞうしん

 

センター
せ ん た ー

） 

広報紙
こうほうし

やホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

等
とう

を通
つう

じて、健
けん

康
こう

づくりに関
かん

する情
じょう

報
ほう

を発信
はっしん

し、

市民
し み ん

の健
けん

康
こう

づくりに対
たい

する意
い

識
しき

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

健康診査
けんこうしんさ

・各種
かくしゅ

検診
けんしん

事業
じぎょう

の実施
じっし

 

（健康
けんこう

増進
ぞうしん

 

センター
せ ん た ー

） 

特定
とくてい

健
けん

診
しん

・後
こう

期
き

高齢者
こうれいしゃ

健
けん

診
しん

、各種
かくしゅ

がん検診
けんしん

について、受
じゅ

診
しん

を促進
そくしん

し、疾病
しっぺい

の早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

治療
ちりょう

につなげます。 

地域
ち い き

医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

 

（健康
けんこう

増進
ぞうしん

 

センター
せ ん た ー

） 

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

のサービス
さ ー び す

が一体的
いったいてき

に受
う

けられる体制
たいせい

を整備
せ い び

し、市民
し み ん

の利便性
りべんせい

を図
はか

ります。 



  

 
 

５６ 

 

          自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせるまちづくり 

 

施策分野
し さ く ぶ ん や

７ 障
しょう

がい児
じ

の育成
いくせい

支援
し え ん

・教育
きょういく

の推進
すいしん

 

《現状
げんじょう

・課題
か だ い

》 

・障
しょう

がい児
じ

の支援
し え ん

については、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

、就労支援等
しゅうろうしえんとう

とも連携
れんけい

を図
はか

った

上
うえ

で、障
しょう

がい児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

して、乳幼児期
にゅうようじき

から学校
がっこう

卒業
そつぎょう

まで一貫
いっかん

した効果的
こうかてき

な

支援
し え ん

を提供
ていきょう

する体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

ることが重要
じゅうよう

です。 

・本市
ほ ん し

においても、 障
しょう

がい児
じ

の受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の整備
せ い び

や、障
しょう

がい児通所支援等
じつうしょしえんとう

の専門的
せんもんてき

 

な支援
し え ん

の確保
か く ほ

など、関係機関
かんけいきかん

と連携
れんけい

し、それぞれの 障
しょう

がいの状 況
じょうきょう

に応
おう

じた適
てき

切
せつ

な療
りょう

 

育
いく

及
およ

び教育
きょういく

が受
う

けられるよう整備
せ い び

を進
すす

めています。 

・アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

においては、「今後
こ ん ご

の進学
しんがく

・進路選択
しんろせんたく

で迷
まよ

っている」「療育
りょういく

・教育
きょういく

に関
かん

する情報
じょうほう

が少
すく

ない」が多
おお

くなっています。利用
り よ う

出来
で き

る制度
せ い ど

やサービス
さ ー び す

について周知
しゅうち

が

図
はか

られていない等
とう

の声
こえ

もありました。 

・こうした状 況
じょうきょう

から、様々
さまざま

な課題
か だ い

に対
たい

して対応
たいおう

できるよう相談
そうだん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

するほか、

必要
ひつよう

な保育環境
ほいくかんきょう

や 教育環境
きょういくかんきょう

が選択
せんたく

できるよう体制
たいせい

整備
せ い び

を進
すす

めて行
い

く必要
ひつよう

があ

ります
 

。 

 

  

基本目標
きほんもくひょう

３ 



  

 
 

５７ 

《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

（1）障
しょう

がい児
じ

の受
う

け入
い

れ体
たい

制
せい

の整
せい

備
び

 

・ 障
しょう

がい児
じ

が、地域
ち い き

のこども園
えん

、保育
ほ い く

園
えん

へ通園
つうえん

できるよう、受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の整備
せ い び

や、

日常生活
にちじょうせいかつ

を支援
し え ん

するための保育
ほ い く

支援員
しえんいん

を加配
か は い

します。 

（2）福祉
ふ く し

と教育
きょういく

の連携
れんけい

推進
すいしん

 

・学校
がっこう

と障
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

等
とう

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、個別
こ べ つ

の教育支援計画
きょういくしえんけいかく

の活用
かつよう

に

よる切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

を目指
め ざ

します。 

（3）教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

  ・ 障
しょう

がい児
じ

がそれぞれの 障
しょう

がいに応
おう

じて学
まな

ぶことができるよう、 障
しょう

がいに配慮
はいりょ

した

学校
がっこう

施設
し せ つ

の整備
せ い び

やバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を進
すす

めます。 

《主
おも

な取組
とりくみ

》  

保育支援員設置事業
ほいくしえんいんせっちじぎょう

 

（子
こ

ども支援課
し え ん か

） 

認定
にんてい

こども園
えん

・保育所
ほいくじょ

に入所
にゅうしょ

する障
しょう

がい児
じ

の日常生活
にちじょうせいかつ

を支援
し え ん

するため、

保育支援員
ほいくしえ んいん

を配置
は い ち

します。 

保育
ほ い く

アドバイザー
あ ど ば い ざ ー

等
とう

による支援
し え ん

 

（子
こ

ども支援課
し え ん か

） 

保育
ほ い く

アドバイザー
あ ど ば い ざ ー

による保育士
ほ い く し

への助言
じょげん

や、家庭
か て い

相談員
そうだんいん

による保護者
ほ ご し ゃ

の

相談
そうだん

に対
たい

するアドバイス
あ ど ば い す

を 行
おこな

い、 障
しょう

がいの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた適切
てきせつ

な療育
りょういく

を受
う

けられるようにします。 

療育体制
りょういくたいせい

の整備
せ い び

 

（社会福祉課
しゃかいふくしか

） 

身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で適切
てきせつ

な療育
りょういく

が受
う

けられるよう、地域
ち い き

の療育体制
りょういくたいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

障
しょう

がい児
じ

の放課後
ほ う か ご

支援
し え ん

 

（子
こ

ども支
し

援
えん

課
か

、 

社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

放課後児童
ほ う か ご じ ど う

クラブ
く ら ぶ

での受
う

け入
い

れや、放課後等
ほ う か ご と う

デイサービス
で い さ ー び す

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

によ

り 障
しょう

がい児
じ

の放課後
ほ う か ご

を支援
しえん

します。 

学校
がっこう

生活
せいかつ

支援員
しえんいん

等
とう

の

配置
は い ち

 

（教育指導課
きょういくしどうか

） 

学校生活
がっこうせいかつ

をおくる上
うえ

での支援
し え ん

を 行
おこな

うため、児童
じ ど う

生徒
せ い と

が在籍
ざいせき

する 小
しょう

・

中学校
ちゅうがっこう

に学校生活支援員
がっこうせいかつしえんいん

を配置
は い ち

し、子
こ

どもが安心
あんしん

して学
まな

べるよう学校
がっこう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

します。 

 



  

 
 

５８ 

  

《主
おも

な取組
とりくみ

》  

就学指導
しゅうがくしどう

・相談
そうだん

の

充実
じゅうじつ

 

（教育指導課
きょういくしどうか

） 

就学前
しゅうがくまえ

に関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

り、就学
しゅうがく

に対
たい

する相談活動
そうだんかつどう

を実施
じ っ し

しま

す
 

。 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、

教育機関
きょういくきかん

の連携
れんけい

 

（健康増進
けんこうぞうしん

センタ
せ ん た

ー
ー

、子
こ

ども支援課
し え ん か

、

教育指導課
きょういくしどうか

、社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

課
か

） 

関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

の変化
へ ん か

に対応
たいおう

した切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

が受
う

けられるよう体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

障
しょう

がい理解
り か い

（ 心
こころ

の

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

）学 習
がくしゅう

 

（教育指導課
きょういくしどうか

） 

障
しょう

がい理解教育
りかいきょういく

を核
かく

とした様々
さまざま

な体験
たいけん

活動
かつどう

に、道徳
どうとく

、特別
とくべつ

活動
かつどう

、各教科
かくきょうか

等
とう

の学 習
がくしゅう

をリンク
り ん く

させ、生徒
せ い と

の心
こころ

を育
はぐく

む教育活動
きょういくかつどう

を展開
てんかい

します
 

。 

特別支援学校
とくべつしえんがっこう

との

交流
こうりゅう

 

（教育指導課
きょういくしどうか

） 

学校行事
がっこうぎょうじ

や教科等
きょうかとう

の学習
がくしゅう

に共
とも

に参加
さ ん か

して、特別支援学校
とくべつしえんがっこう

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

と

積極的
せっきょくてき

に交 流
こうりゅう

を実施
じ っ し

します。 

学校施設
がっこうしせつ

の整備
せ い び

 

  

（施設管理課
し せ つ か ん り か

） 

スロープ
す ろ ー ぷ

やトイレ
と い れ

の改造
かいぞう

、エレベーター
え れ べ ー た ー

の設置
せ っ ち

など、障
しょう

がい児
じ

を受
う

け入
い

れるための施設整備
し せ つ せ い び

を 行
おこな

います。 



  

 
 

５９ 

施策
し さ く

分野
ぶ ん や

８ 雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

《現状
げんじょう

・課題
か だ い

》 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

をおくる上
うえ

で、就労
しゅうろう

は経済的生活基盤
けいざいてきせいかつきばん

を確保
か く ほ

する

とともに、生
い

きがいづくりなど重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を持
も

っています。 

 働
はたら

く意欲
い よ く

のある人
ひと

に対
たい

して、その能力
のうりょく

と適正
てきせい

に応
おう

じた 就
しゅう

労
ろう

の場
ば

が確保
か く ほ

されるよう

支援
し え ん

するとともに、就労定着
しゅうろうていちゃく

に向
む

け、職場内
しょくばない

での 障
しょう

がいへの理解促進
りかいそくしん

に取
と

り組
く

む

必要
ひつよう

があります。 

・本市
ほ ん し

では、障
しょう

がい者等
しゃとう

の一般就労
いっぱんしゅうろう

を進
すす

めるため、関連機関
かんれんきかん

と連携
れんけい

を図
はか

り、職業訓練
しょくぎょうくんれん

や職場
しょくば

体験
たいけん

などの場
ば

や機会
き か い

の提供
ていきょう

を促進
そくしん

しています。 

また、市内
し な い

の企業
きぎょう

・事業所
じぎょうしょ

に対
たい

し、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

への理解
り か い

を促
うなが

すための啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

っています。 

・障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に対
たい

するアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

においては、「障
しょう

がいの程度
て い ど

にあった仕事
し ご と

である

こと」「雇
やと

う側
がわ

や同僚
どうりょう

が 障
しょう

がいを理解
り か い

してくれること」「 働
はたら

く時
じ

間
かん

や日数
にっすう

を調整
ちょうせい

で

きること」などの意見
い け ん

が多
おお

くなっています。  

 ・今後
こ ん ご

は、 障
しょう

がいの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じて勤務
き ん む

できるよう就労
しゅうろう

の場
ば

の開拓
かいたく

を図
はか

るとともに、

福祉的就労
ふくしてきしゅうろう

の場
ば

の拡大
かくだい

に努
つと

めます。 

《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

（1）就労
しゅうろう

機会
き か い

の提供
ていきょう

 

・就労移行支援事業
しゅうろういこうしえんじぎょう

により一般就労
いっぱんしゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、就労継続支援事
しゅうろうけいぞくしえんじ

業
ぎょう

の実施
じ っ し

により、福祉的就労
ふくしてきしゅうろう

の場
ば

を提供
ていきょう

します。 

（2）障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

の提供
ていきょう

する物品
ぶっぴん

・サービス
さ ー び す

の優先調達
ゆうせんちょうたつ

 

  ・障
しょう

がい者就労施設等
しゃしゅうろうしせつとう

からの物品
ぶっぴん

及
およ

び役務
え き む

の調達
ちょうたつ

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、作業
さぎょう

 

工賃
こうちん

の向上
こうじょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

（3）経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

  ・各種
かくしゅ

手当
て あ て

等
とう

の支給
しきゅう

や医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

により、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

を支援
し え ん

します。 

 



  

 
 

６０ 

  

《主
おも

な取組
とりくみ

》  

雇用
こ よ う

に関
かん

する周知
しゅうち

・

啓発
けいはつ

 

（社会
しゃかい

福祉
ふ く し

課
か

） 

市内
し な い

の企業
きぎょう

・事業所
じぎょうしょ

に対
たい

し障
しょう

がいへの理解
り か い

や障
しょう

がいの特性
とくせい

等
とう

について

周知
しゅうち

を図
はか

り、職場定着
しょくばていちゃく

や障
しょう

がい者等
しゃとう

の雇用
こ よ う

拡大
かくだい

に向
む

けた取組
とりくみ

を実施
じ っ し

し

ます。 

就労継続支援事業
しゅうろうけいぞくしえんじぎょう

の

実施
じ っ し

 

（社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

一般就労
いっぱんしゅうろう

が困難
こんなん

な方
かた

のために、福祉
ふ く し

的
てき

な就労
しゅうろう

の場
ば

の確保
か く ほ

を支援
し え ん

しま

す。 

物品
ぶっぴん

等
とう

の優先調達
ゆうせんちょうたつ

 

（全庁
ぜんちょう

） 

障
しょう

がい者就労施設等
しゃしゅうろうしせつとう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

について、担当
たんとう

窓口
まどぐち

を設置
せ っ ち

し

実績向上
じっせきこうじょう

を図
はか

るため有
ゆう

益
えき

な情報提供
じょうほうていきょう

を 行
おこな

い、継続的
けいぞくてき

かつ安定的
あんていてき

な

調 達
ちょうたつ

を全 庁
ぜんちょう

で推進
すいしん

します。 

各種
かくしゅ

手当
て あ て

の支給
しきゅう

 

（子
こ

ども支援
し え ん

課
か

、

社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

◎特別障
とくべつしょう

がい者
しゃ

手当
て あ て

の支給
しきゅう

 

重度
じゅうど

の 障
しょう

がいのため、日常生活
にちじょうせいかつ

において常時
じょうじ

特別
とくべつ

の介護
か い ご

を必要
ひつよう

とす

る２０歳
さい

以上
いじょう

の在宅
ざいたく

の方
かた

に支給
しきゅう

される手当
て あ て

です。 

 

◎ 障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 

重度
じゅうど

の 障
しょう

がいのため、日常生活
にちじょうせいかつ

において常時
じょうじ

特別
とくべつ

の介護
か い ご

を必要
ひつよう

とす

る２０歳未満
さいみまん

の児童
じ ど う

に支給
しきゅう

される手当
て あ て

です。 

 

◎特別児童扶養手当
とくべつじどうふようてあて

 

身体
しんたい

または精神
せいしん

に 障
しょう

がいのある２０歳未満
さいみまん

の児童
じ ど う

を養育
よういく

している方
かた

に支給
しきゅう

される手当
て あ て

です。 



  

 
 

６１ 

 

  

《主
おも

な取組
とりくみ

》  

医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

 

 （社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

 

◎精神通院医療
せいしんつういんいりょう

 

指定医療機関
していいりょうきかん

において、精神
せいしん

疾患
しっかん

の継続的
けいぞくてき

な通院
つういん

治療
ちりょう

を行
おこな

う場合
ば あ い

に、

医療費
いりょうひ

の一部
い ち ぶ

を負担
ふ た ん

します。 

 

◎更生
こうせい

医療
いりょう

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

を交
こう

付
ふ

された１８歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

が、障
しょう

がいの程度
て い ど

を

軽
かる

くするために必要
ひつよう

な医療
いりょう

を指定
し て い

医療
いりょう

機関
き か ん

で受
う

ける場合
ば あ い

に、医療費
いりょうひ

の

一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

 

◎育成医療
いくせいいりょう

 

身体
しんたい

に 障
しょう

がいのある児童
じ ど う

等
とう

が、障
しょう

がいの除去
じょきょ

・軽減
けいげん

のための手術
しゅじゅつ

等
とう

を指定
し て い

医療
いりょう

機関
き か ん

で受
う

ける場合
ば あ い

に、医療費
いりょうひ

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

人
じん

工透析
こうとうせき

通院費
つういんひ

の助
じょ

成
せい

 

  （社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

腎臓
じんぞう

機能
き の う

に 障
しょう

がいのある方
かた

が、人工
じんこう

透析
とうせき

を受
う

けるために通院
つういん

に要
よう

した

交通費
こうつうひ

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 



  

 
 

６２ 

施策
し さ く

分野
ぶ ん や

９ 生
い

きがいのある生活
せいかつ

支援
し え ん

 

《現状
げんじょう

・課題
か だ い

》 

・障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が地域
ち い き

において鑑賞
かんしょう

、創造
そうぞう

、発表等
はっぴょうとう

の多様
た よ う

な文化芸術活動
ぶんかげいじゅつかつどう

に参加
さ ん か

するこ

とは、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の生活
せいかつ

と社会
しゃかい

を豊
ゆた

かにするとともに、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

につな

がります。障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、文化芸術活動
ぶんかげいじゅつかつどう

を行
おこな

うことのできる環
かん

境
きょう

づく

りに取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があります。 

 また、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が地域
ち い き

において、スポーツ
す ぽ ー つ

に親
した

しむことのできる施設
し せ つ

の整備
せ い び

を進
すす

め

るとともに、 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じたスポーツ
す ぽ ー つ

に関
かん

する人材
じんざい

の養成
ようせい

及
およ

び活用
かつよう

の

推進
すいしん

等
とう

の取組
とりくみ

を行
おこな

い、環境
かんきょう

づくりに努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

・本市
ほ ん し

では、県
けん

の芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

祭
さい

への出展
しゅってん

や、 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

へ積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

 

できるよう支援
し え ん

を 行
おこな

っています。 

・今後
こ ん ご

も 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

ため、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

やスポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

などへ積極的
せっきょくてき

に

参加
さ ん か

できるよう支援
し え ん

していきます。 

  

《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

（1）障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の文化芸術活動
ぶんかげいじゅつかつどう

の推進
すいしん

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の生活
せいかつ

と社会
しゃかい

を豊
ゆた

かにするため、多様
た よ う

な文化芸術活動
ぶんかげいじゅつかつどう

への参加
さ ん か

を推進
すいしん

し

ます。 

（2）障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

のスポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

 ・障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

に親
した

しめる機会
き か い

を作
つく

るとともに、 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の一層
いっそう

の普及
ふきゅう

に努
つと

めます。 

（3）社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

 ・障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、環境整備
かんきょうせいび

を進
すす

めるとともに、参加
さ ん か

する機会
き か い

を 

創出
そうしゅつ

します。 

   

 



  

 
 

６３ 

 

   

      

                              

 

 

 

《主
おも

な取組
とりくみ

》  

芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

祭
さい

への

参加
さ ん か

 

  （社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の文化芸術活動
ぶんかげいじゅつかつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

を創出
そうしゅつ

します。 

グランドゴルフ
ぐ ら ん ど ご る ふ

大会
たいかい

の開催
かいさい

 

（社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の団体
だんたい

によるグランドゴルフ
ぐ ら ん ど ご る ふ

大会
たいかい

を開催
かいさい

し、体力維持
たいりょくいじ

・

向 上
こうじょう

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

を促
うなが

します。 

軽
けい

スポーツ
す ぽ ー つ

教室
きょうしつ

の開
かい

催
さい

 

（社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じてスポーツ
す ぽ ー つ

教室
きょうしつ

を開催
かいさい

し、気軽
き が る

にスポーツ
す ぽ ー つ

を楽
たの

しむことができる環境
かんきょう

をつくります。 

地域交流展示会
ちいきこうりゅうてんじかい

の開
かい

催
さい

 

（社会福祉課
しゃかいふ くしか

） 

市内
し な い

の支援
し え ん

学校
がっこう

、医療
いりょう

機関
き か ん

、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

などの活動
かつどう

紹 介
しょうかい

と、 障
しょう

がいのある方々
かたがた

が制作
せいさく

した美術
びじゅつ

工芸
こうげい

作品
さくひん

などを展示
て ん じ

しま

す
 

。 



  

 
 

６４ 

第
だい

６章
しょう

 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

及
およ

び 

障
しょう

がい児通所支援
じ つ う し ょ しえ ん

の提供体制
ていきょうたいせい

の確保
か く ほ

に係
かか

る目 標
もくひょう

  

１ 第
だい

７期
き

大仙
だいせん

市
し

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

、 

第
だい

３期
き

大仙
だいせん

市
し

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の成果目標
せいかもくひょう

 

 

（１）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の入所者
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

 

        項
こう

   目
もく

 目標値
もくひょうち

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行者数
いこうしゃすう

 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

末
まつ

施設入所者数
しせつにゅうしょしゃすう

 

２０３人
にん

から３ ％
ぱーせんと

以上
いじょう

移行
い こ う

する。 
   ７人

にん

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で令和
れ い わ

７年度
ね ん ど

末
まつ

施設入所者見込数
しせつにゅうしょしゃみこみすう

 

２００人
にん

から３ ％
ぱーせんと

以上
いじょう

移行
い こ う

する。 
   ６人

にん

  

施設入所者
しせつにゅうしょしゃ

の削減数
さくげんすう

 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

までに令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設入所者数
しせつにゅうしょしゃすう

 

２０３人
にん

から１．６ ％
ぱーせんと

以上
いじょう

削減
さくげん

する。 
   ４人

にん

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

までに令和
れ い わ

７年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設入所者見込数
しせつにゅうしょしゃみこみすう

 

２００人
にん

から１．６ ％
ぱーせんと

以上
いじょう

削減
さくげん

する。 
   ４人

にん

  

※国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

 

地域
ち い き

移行者数
いこうしゃすう

：「令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

末
まつ

の施設入所者数
しせつにゅうしょしゃすう

の６ ％
ぱーせんと

以上
いじょう

移行
い こ う

する」ことを基本
き ほ ん

 

第
だい

６期分
き ぶ ん

の未達成分
みたっせいぶん

も加味
か み

する。 

施設入所者数
しせつにゅうしょしゃすう

：「令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

末
まつ

の施設入所者数
しせつにゅうしょしゃすう

の５ ％
ぱーせんと

以上
いじょう

削減
さくげん

する」ことを基本
き ほ ん

 

        第
だい

６期分
き ぶ ん

の未達成分
みたっせいぶん

も加味
か み

する。 

本市
ほ ん し

では実績
じっせき

等
とう

を踏
ふ

まえ、第
だい

６期
き

計画
けいかく

と同様
どうよう

に地域
ち い き

生活
せいかつ

への移
い

行者数
こうしゃすう

については３ ％
ぱーせんと

 

以上
いじょう

移行
い こ う

する、施設入所者
しせつにゅうしょしゃ

の削減数
さくげんすう

については１．６ ％
ぱーせんと

以上
いじょう

削減
さくげん

することを目標
もくひょう

とし 

ます
 

。 

 



  

 
 

６５ 

（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
け あ し す て む

の構築
こうちく

 

        項
こう

   目
もく

 目標値
もくひょうち

 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

及
およ

び福祉関係者
ふくしかんけいしゃ

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

 

 大仙
だいせん

市
し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

を協議
きょうぎ

の場
ば

とする。 年間
ねんかん

２回
かい

 

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

及
およ

び福祉関係者
ふくしかんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

への関係者
かんけいしゃ

の参加者数
さんかしゃすう

 

 保健
ほ け ん

、医療
いりょう

（精神科
せいしんか

、精神科
せいしんか

以外
い が い

の医療
いりょう

機関
き か ん

別
べつ

）、福祉
ふ く し

、介護
か い ご

、当事
と う じ

者
しゃ

、家族
か ぞ く

等
とう

の各機関
かくきかん

から１名
めい

以上
いじょう

参加
さ ん か

 
年間
ねんかん

２０人
にん

 

保健
ほけん

、医療
いりょう

及
およ

び福祉関係者
ふくしかんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

における目標設定
もくひょうせってい

及
およ

び評価
ひょうか

の実施回数
じっしかいすう

 

 １年間
ねんかん

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 ２回
かい

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の地域移行支援
ち い き い こ う し え ん

の利用者数
りようしゃすう

 

 令和
れ い わ

８年度
ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

 １人
にん

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

 １人
にん

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の地域定着支援
ちいきていちゃくしえん

の利用者数
りようしゃすう

 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

 ２人
にん

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

 ２人
にん

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の共同生活援助
きょうどうせいかつえんじょ

の利用者数
りようしゃすう

 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

 ７１人
にん

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

 ９８人
にん

 

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

の利用者数
りようしゃすう

 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

 １人
にん

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

 １人
にん

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

 ３人
にん

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

 １人
にん

 



  

 
 

６６ 

（３）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

        項
こう

   目
もく

 目標値
もくひょうち

 

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

の設置箇所数
せ っ ち か し ょ す う

 

 「面的
めんてき

整備型
せいびがた

」整備済
せいびすみ

 

令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

末
まつ

の登録箇所数
とうろくかしょすう

 
１５箇所

か し ょ

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

の登録箇所数
とうろくかしょすう

 １５箇所
か し ょ

 

令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

までにコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の配置
は い ち

 １人
にん

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

までにコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の配置
は い ち

 ２人
にん

 

運用状況
うんようじょうきょう

の検証
けんしょう

および検討
けんとう

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 

 大仙
だいせん

市
し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

において検証
けんしょう

・検討
けんとう

 年間
ねんかん

３回
かい

 

強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいを有
ゆう

する者
もの

への支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

 支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

の把握
は あ く

 年間
ねんかん

１回
かい

 

専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の育成
いくせい

 

令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末研修修了者
まつけんしゅうしゅうりょうしゃ

 
各事業所
かくじぎょうしょ

１人
にん

以上
いじょう

 

専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の育成
いくせい

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末研修修了者
まつけんしゅうしゅうりょうしゃ

 

各事業所
かくじぎょうしょ

１人
にん

以上
いじょう

 

地域
ち い き

資源
し げ ん

の開発
かいはつ

 

令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

受
う

け入
い

れ事業所
じぎょうしょ

 
１か所

しょ

以上
いじょう

 

地域
ち い き

資源
し げ ん

の開発
かいはつ

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

受
う

け入
い

れ事業所
じぎょうしょ

 
３か所

しょ

以上
いじょう

 

 

 

 

 

 



  

 
 

６７ 

（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

 

        項
こう

   目
もく

 目標値
もくひょうち

 

就労移行支援事業等
しゅうろういこうしえんじぎょうとう

の利用
り よ う

を経
へ

て一般就労
いっぱんしゅうろう

に移行
い こ う

する者
もの

の数
かず

 

 令和
れ い わ

８年度中
ねんどちゅう

に令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

実績
じっせき

４人
にん

の１．２８倍
ばい

以上
いじょう

                １０人
にん

 

 

うち、就労移行支援事業利用者
しゅうろういこうしえんじぎょうりようしゃ

については、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

移行
い こ う

実績
じっせき

４人
にん

の１．３１倍
ばい

以上
いじょう

 
６人

にん

 

うち、就労継続支援Ａ型事業利用者
しゅうろうけいぞくしえんえーがたじぎょうりようしゃ

については、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

移行
い こ う

実績
じっせき

０人
にん

の概
おおむ

ね１．２９倍
ばい

以上
いじょう

 
１人

にん

 

うち、就労継続支援Ｂ型事業利用者
しゅうろうけいぞくしえんびーがたじぎょうりようしゃ

については、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

移行
い こ う

実績
じっせき

２人
にん

の概
おおむ

ね１．２８倍
ばい

以上
いじょう

 
３人

にん

 

令和
れ い わ

１１年度中
ねんどちゅう

に令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

実績
じっせき

見込
み こ

み４人
にん

の１．２８倍
ばい

以上
いじょう

              １１人
にん

 

 

うち、就労移行支援事業利用者
しゅうろういこうしえんじぎょうりようしゃ

については、令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

移行
い こ う

実績
じっせき

見込
み こ

み４人
にん

の１．３１倍
ばい

以上
いじょう

 
６人

にん

 

うち、就労継続支援Ａ型事業利用者
しゅうろうけいぞくしえんえーがたじぎょうりようしゃ

については、令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

移行
い こ う

実績
じっせき

見込
み こ

み１人
にん

の 概
おおむ

ね１．２９倍
ばい

以上
いじょう

 
２人

にん

 

うち、就労継続支援Ｂ型事業利用者
しゅうろうけいぞくしえんびーがたじぎょうりようしゃ

については、令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

移行
い こ う

実績
じっせき

見込
み こ

み２人
にん

の 概
おおむ

ね１．２８倍
ばい

以上
いじょう

 
３人

にん

 

一般就労
いっぱんしゅうろう

へ移行
い こ う

した者
もの

の割合
わりあい

が５割
わり

以上
いじょう

の就労移行支援事業所
しゅうろういこうしえんじぎょうしょ

 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

において就労移行支援事業所
しゅうろういこうしえんじぎょうしょ

２事業所
じぎょうしょ

のうち移行率
いこうりつ

５割
わり

以上
いじょう

 
１事業所

じぎょうしょ

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

において就労移行支援事業所
しゅうろういこうしえんじぎょうしょ

２事業所
じぎょうしょ

のうち移行率
いこうりつ

５

割
わり

以上
いじょう

 
１事業所

じぎょうしょ

 

  



  

 
 

６８ 

就労定着支援事業
しゅうろうていちゃくしえんじぎょう

の利用者数
りようしゃすう

 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

が令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

末
まつ

実績
じっせき

８人
にん

の１．４１倍
ばい

以上
いじょう

 １２人
にん

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者数
りようしゃすう

が令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

末
まつ

実績
じっせき

見込
み こ

み１０人
にん

の 

１．４１倍
ばい

以上
いじょう

 
１５人

にん

 

就労定着率
しゅうろうていちゃくりつ

が７割
わり

以上
いじょう

となる就労定着支援事業所
しゅうろうていちゃくしえんじぎょうしょ

の割合
わりあい

 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

において就労定着支援事業所
しゅうろうていちゃくしえんじぎょうしょ

のうち、就労定着率
しゅうろうていちゃくりつ

が

７割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

 

1事業所
じぎょうしょ

 

（100 ％
ぱーせんと

） 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

において就労定着支援事業所
しゅうろうていちゃくしえんじぎょうしょ

のうち、就労定着率
しゅうろうていちゃくりつ

が７割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

 

1事業所
じぎょうしょ

 

（100 ％
ぱーせんと

） 

 

  



  

 
 

６９ 

（５） 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の提供体制
ていきょうたいせい

の整備
せ い び

等
とう

 

        項
こう

   目
もく

 目標値
もくひょうち

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置数
せっちすう

 

 令和
れ い わ

８年
ねん

度
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
せ ん た ー

と同等
どうとう

の機能
き の う

を有
ゆう

する体
たい

制
せい

を確保
か く ほ

する。 
 １か所

しょ

以上
いじょう

 

令和
れ い わ

１１年
ねん

度
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
せ ん た ー

と同等
どうとう

の機能
き の う

を有
ゆう

する

体
たい

制
せい

を確保
か く ほ

する。 
 １か所

しょ

以上
いじょう

 

障
しょう

がい児
じ

の地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

（インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

）の推進
すいしん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

までに地域
ち い き

の障
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

等
とう

による保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

等
とう

を活用
かつよう

し推進
すいしん

体制
たいせい

を構築
こうちく

 
推進
すいしん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

までに地域
ち い き

の 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

等
とう

による保育
ほ い く

所
しょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

等
とう

を活用
かつよう

し推進
すいしん

体制
たいせい

を構築
こうちく

 
推進
すいしん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

主
おも

に重 症 心 身 障
じゅうしょうしんしんしょう

がい児
じ

を支援
し え ん

する児童発達支援事業所等
じどうはったつしえんじぎょうしょとう

の確保
か く ほ

 

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

までに重 症 心 身 障
じゅうしょうしんしんしょう

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
じ

業所
ぎょうしょ

及
およ

び放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

 
各
かく

１か所
しょ

以上
いじょう

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

までに重 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

及
およ

び放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

 
各
かく

１か所
しょ

以上
いじょう

 

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

児
じ

の支援
し え ん

 

 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

児
じ

支援
し え ん

のため大仙
だいせん

市
し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

児童
じ ど う

支援
し え ん

部会
ぶ か い

を

協議
きょうぎ

の場
ば

とし協議
きょうぎ

を実施
じ っ し

 
  年間

ねんかん

２回
かい

 

令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

児
じ

等
とう

支援
し え ん

のためのコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の配置
は い ち

人数
にんずう

 
  １人

にん

以上
いじょう

 

令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

末
まつ

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

児
じ

等
とう

支援
し え ん

のためのコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の配置
は い ち

人数
にんずう

 
  １人

にん

以上
いじょう

 

 

 



  

 
 

７０ 

（６）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

 

        項
こう

   目
もく

 目標値
もくひょうち

 

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

等
とう

 

 地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

 
設置済
せっちずみ

 

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

による地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

る体制
たいせい

の確保
か く ほ

 

 地域
ち い き

の相談支援事業者
そうだんしえんじぎょうしゃ

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

 １０件
けん

 

地域
ち い き

の相談支援事業者
そうだんしえんじぎょうしゃ

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

 １２件
けん

 

地域
ち い き

の相談支援機関
そうだんしえんきかん

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

  ７回
かい

 

協議会
きょうぎかい

における個別
こ べ つ

事例
じ れ い

の検討
けんとう

を通
つう

じた地域
ち い き

サービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

の開発
かいはつ

・改善
かいぜん

等
とう

 

 大仙市地域自立支援協議会
だいせんしちいきじりつしえんきょうぎかい

を地域
ち い き

サービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

の開発
かいはつ

・改善
かいぜん

等
とう

につい

ての取組
とりくみ

を行
おこな

う協議体
きょうぎたい

とする。 
実施
じ っ し

体制
たいせい

を確保
か く ほ

 

（７） 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の質
しつ

を向上
こうじょう

させるための 

取組
とりくみ

に係
かか

る体制
たいせい

の構築
こうちく

 

        項
こう

   目
もく

 目標値
もくひょうち

 

サービス
さ ー び す

の質
しつ

を向上
こうじょう

させるための取組
とりくみ

に係
かか

る体制
たいせい

の構築
こうちく

 

 サービス
さ ー び す

の質
しつ

を向 上
こうじょう

させるため県
けん

が実施
じ っ し

する研修等
けんしゅうとう

への参加者数
さんかしゃすう

 ５人
にん

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

７１ 

第
だい

７章
しょう

 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の見込
み こ

み量
りょう

          

１ 自立支援給付等
じりつしえんきゅうふとう

 

（１）訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

   

 

 

 

 

 

 

 

令
れい

和
わ

4年度
ね ん ど

（2022）

令
れい

和
わ

5年度
ねん ど

（2023）

令
れい

和
わ

6年度
ね ん ど

（2024）

令
れい

和
わ

7年度
ねん ど

（2025）

令
れい

和
わ

8年度
ねん ど

（2026）

令
れい

和
わ

9年度
ねん ど

（2027）

令
れい

和
わ

10年度
ね んど

（2028）

令
れい

和
わ

11年度
ね んど

（2029）

時間
じ かん

/月
つき

1,476 1,540 1,526 1,553 1,580 1,607 1,635 1,664

実
じつ

人
にん

/月
つき

74 75 76 78 79 80 82 83

事業所数
じぎょうしょすう

7 7 7 7 7 7 7 7

時間
じ かん

/月
つき

0 0 400 400 400 400 400 400

実
じつ

人
にん

/月
つき

0 0 2 2 2 2 2 2

事業所数
じぎょうしょすう

6 6 6 6 6 6 6 6

時間
じ かん

/月
つき

38 35 42 42 42 42 42 42

実
じつ

人
にん

/月
つき

6 7 7 7 7 7 7 7

事業所数
じぎょうしょすう

3 3 3 3 3 3 3 3

時間
じ かん

/月
つき

0 0 18 18 18 18 18 18

実
じつ

人
にん

/月
つき

0 0 2 2 2 2 2 2

事業所数
じぎょうしょすう

1 1 1 1 1 1 1 1

時間
じ かん

/月
つき

0 0 0 0 0 0 0 0

実
じつ

人
にん

/月
つき

0 0 0 0 0 0 0 0

事業所数
じぎょうしょすう

0 0 0 0 0 0 0 0

重度訪問介護
じゅうどほうもんかいご

サービス
さ ー び す

種類
しゅるい

単位
たん い

実績
じっせき

見込
み こ

み（第
だい

７期
き

計画
けいかく

）

居宅介護
きょたくかいご

同行
どうこう

援護
え んご

行動
こうどう

援護
え んご

重度障がい者等
じゅうどしょう しゃとう

包括支援
ほうかつしえん



  

 
 

７２ 

（２）日中活動系
にっちゅうかつどうけい

サービス
さ ー び す

   

 

 ※単位
た ん い

について ●時間
じ か ん

/月
つき

：１か月
げつ

の延
の

べ利用
り よ う

時間
じ か ん

       ●事業所数
じぎょうしょすう

：市内
し な い

に所在
しょざい

する事業所数
じぎょうしょすう

 

●人
にん

日
にち

/月
つき

：１か月
げつ

の延
の

べ利用
り よ う

日数
にっすう

      ●定員
ていいん

：市内
し な い

に所在
しょざい

する事業所
じぎょうしょ

の定員
ていいん

 

●実
じつ

人
にん

/月
つき

：１か月
げつ

の実利用者数
じつりようしゃすう

  

※実績
じっせき

について 令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、令和
れ い わ

５（2023）年度
ね ん ど

は実績
じっせき

見込
み こ

み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令
れい

和
わ

4年度
ね ん ど

（2022）

令
れい

和
わ

5年度
ねん ど

（2023）

令
れい

和
わ

6年度
ねん ど

（2024）

令
れい

和
わ

7年度
ねん ど

（2025）

令
れい

和
わ

8年度
ねんど

（2026）

令
れい

和
わ

9年度
ねん ど

（2027）

令
れい

和
わ

10年度
ねんど

（2028）

令
れい

和
わ

11年度
ね んど

（2029）

人
にん

日
にち

/月
つき

6,089 6,280 5,850 5,832 5,815 5,797 5,779 5,762

実
じつ

人
にん

/月
つき

324 326 325 324 323 322 321 320

事業所数
じぎょうしょすう

7 7 7 7 7 7 7 7

定員
ていいん

200 200 200 200 200 200 200 200

人日
にんにち

/月
つき

0 0 18 18 18 18 18 18

実
じつ

人
にん

/月
つき

0 0 1 1 1 1 1 1

事業所数
じぎょうしょすう

0 0 0 0 0 0 0 0

人日
にんにち

/月
つき

125 84 135 180 180 180 180 180

実
じつ

人
にん

/月
つき

16 11 9 12 12 12 12 12

事業所数
じぎょうしょすう

1 2 2 2 2 2 2 2

定員
ていいん

6 12 12 12 12 12 12 12

見込
み こ

み（第
だい

７期
き

計画
けいかく

）

生活
せいかつ

介護
か い ご

自立
じ りつ

訓練
くんれん

（機能
き のう

訓練
くんれん

）

自立
じ りつ

訓練
くんれん

（生活訓練
せいかつくんれん

）

実績
じっせき

サービス
さ ー び す

種類
しゅるい

単位
たん い



  

 
 

７３ 

（２）日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

   

 

 

令
れい

和
わ

4年度
ね ん ど

（2022）

令
れい

和
わ

5年度
ねん ど

（2023）

令
れい

和
わ

6年度
ねん ど

（2024）

令
れい

和
わ

7年度
ねん ど

（2025）

令
れい

和
わ

8年度
ねんど

（2026）

令
れい

和
わ

9年度
ねん ど

（2027）

令
れい

和
わ

10年度
ねんど

（2028）

令
れい

和
わ

11年度
ね んど

（2029）

実
じつ

人
にん

/月
つき

－ － 0 20 9 10 10 11

事業所数
じぎょうしょすう

－ － 0 1 1 1 1 1

人日
にんにち

/月
つき

101 148 140 182 210 224 238 252

実
じつ

人
にん

/月
つき

7 9 10 13 15 16 17 18

事業所数
じぎょうしょすう

3 2 2 2 2 2 2 2

定員
ていいん

18 12 12 12 12 12 12 12

人日
にんにち

/月
つき

319 381 557 750 750 750 750 750

実
じつ

人
にん

/月
つき

18 23 31 42 42 42 42 42

事業所数
じぎょうしょすう

2 2 2 2 2 2 2 2

定員
ていいん

30 30 30 30 30 30 30 30

人日
にんにち

/月
つき

3,404 3,447 3,495 3,648 3,808 3,974 4,148 4,330

実
じつ

人
にん

/月
つき

195 197 206 215 224 234 244 255

事業所数
じぎょうしょすう

6 6 6 6 6 6 6 6

定員
ていいん

134 134 143 143 143 143 143 143

実
じつ

人
にん

/月
つき

5 5 10 11 12 13 14 15

事業所
じぎょうしょ

数
すう

1 1 1 1 1 1 1 1

実
じつ

人
にん

/月
つき

23 24 25 26 28 29 30 32

事業所数
じぎょうしょすう

0 0 0 0 0 0 0 0

人
にん

日
にち

/月
つき

111 127 131 153 179 210 245 287

実
じつ

人
にん

/月
つき

14 16 19 22 26 30 35 41

事業所数
じぎょうしょすう

6 6 6 6 6 6 6 6

定員
ていいん

10 10 10 10 10 10 10 10

人
にん

日
にち

/月
つき

1 1 5 5 5 5 5 5

実
じつ

人
にん

/月
つき

1 1 1 1 1 1 1 1

事業所数
じぎょうしょすう

0 0 0 0 0 0 0 0

就労選択支援
しゅうろうせんたくしえん

就労移行支援
しゅうろういこうしえん

就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

Ａ
えー

型
がた

就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

Ｂ
びー

型
がた

就労定着支援
しゅうろうていちゃくしえん

療養介護
りょうようかいご

短期
た んき

入所
にゅうしょ

(福祉
ふ くし

型
がた

）

短期
た んき

入所
にゅうしょ

(医療型
いりょうがた

）

サービス
さ ー び す

種類
しゅるい

単位
た ん い

実績
じっせき

見込
み こ

み（第
だい

７期
き

計画
けいかく

）



  

 
 

７４ 

（３）居住
きょじゅう

系
けい

サービス
さ ー び す

    

 

（４）相談
そうだん

支援
し え ん

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令
れい

和
わ

4年度
ねんど

（2022）

令
れい

和
わ

5年度
ねんど

（2023）

令
れい

和
わ

6年度
ねんど

（2024）

令
れい

和
わ

7年度
ねんど

（2025）

令
れい

和
わ

8年度
ねんど

（2026）

令
れい

和
わ

9年度
ねんど

（2027）

令
れい

和
わ

10年度
ねんど

（2028）

令
れい

和
わ

11年度
ねんど

（2029）

実
じつ

人
にん

/月
つき

0 0 1 1 1 1 1 1

事業所数
じぎょうしょすう

0 0 0 0 0 0 0 0

実
じつ

人
にん

/月
つき

103 106 114 122 131 140 151 162

事業所数
じぎょうしょすう

5 5 6 6 6 6 6 6

定員
ていいん

57 57 62 62 62 62 62 62

実
じつ

人
にん

/月
つき

203 202 201 200 199 198 196 195

事業所数
じぎょうしょすう

2 2 2 2 2 2 2 2

定員
ていいん

110 110 110 110 110 110 110 110

自立生活援助
じりつせいかつえんじょ

共同生活援助
きょうどうせいかつえんじょ

施設入所支援
しせつにゅうしょしえん

見込
み こ

み（第
だい

７期
き

計画
けいかく

）

サービス
さ ー び す

種類
しゅるい

単位
たんい

実績
じっせき

令
れい

和
わ

4年度
ねんど

（2022）

令
れい

和
わ

5年度
ねんど

（2023）

令
れい

和
わ

6年度
ねんど

（2024）

令
れい

和
わ

7年度
ねんど

（2025）

令
れい

和
わ

8年度
ねんど

（2026）

令
れい

和
わ

9年度
ねんど

（2027）

令
れい

和
わ

10年度
ねんど

（2028）

令
れい

和
わ

11年度
ねんど

（2029）

実
じつ

人
にん

/月
つき

167 176 184 193 202 212 222 233

事業所数
じぎょうしょすう

8 8 8 8 8 8 8 8

実
じつ

人
にん

/月
つき

0 0 2 2 2 2 2 2

事業所数
じぎょうしょすう

1 1 1 1 1 1 1 1

実
じつ

人
にん

/月
つき

0 0 5 5 5 5 5 5

事業所数
じぎょうしょすう

1 1 1 1 1 1 1 1

見込
み こ

み（第
だい

７期
き

計画
けいかく

）

計画相談支援
けいかくそうだんしえん

地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

地域定着支援
ちいきていちゃくしえん

実績
じっせき

サービス
さ ー び す

種類
しゅるい

単位
たんい



  

 
 

７５ 

（５） 障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

   

 

 ※令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

より児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

と医療型児童発達支援
いりょうがたじどうはったつしえん

が一本化
いっぽんか

される。 

（６） 障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

 

令
れい

和
わ

4年度
ね ん ど

（2022）

令
れい

和
わ

5年度
ねん ど

（2023）

令
れい

和
わ

6年度
ね ん ど

（2024）

令
れい

和
わ

7年度
ねん ど

（2025）

令
れい

和
わ

8年度
ね んど

（2026）

令
れい

和
わ

9年度
ねん ど

（2027）

令
れい

和
わ

10年度
ねん ど

（2028）

令
れい

和
わ

11年度
ね んど

（2029）

人日
にんにち

/月
つき

102 156 146 161 177 195 214 236

実
じつ

人
にん

/月
つき

29 32 36 40 44 48 53 59

事業所数
じぎょうしょすう

4 4 4 4 4 4 4 4

定員
ていいん

40 40 40 40 40 40 40 40

人日
にんにち

/月
つき

1,480 1,590 1,649 1,743 1,842 1,947 2,057 2,174

実
じつ

人
にん

/月
つき

123 130 137 145 153 162 171 181

事業所数
じぎょうしょすう

7 7 8 8 8 8 8 8

定員
ていいん

70 70 80 80 80 80 80 80

人日
にんにち

/月
つき

1 1 2 2 2 2 2 2

実
じつ

人
にん

/月
つき

1 2 2 2 2 2 2 2

事業所数
じぎょうしょすう

1 1 1 1 1 1 1 1

人日
にんにち

/月
つき

0 0 5 5 5 5 5 5

実
じつ

人
にん

/月
つき

0 0 1 1 1 1 1 1

事業所数
じぎょうしょすう

0 0 0 0 0 0 0 0

児童発達支援
じどうはったつし えん

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイ
で い

サービス
さ ー び す

保育所等訪問
ほいくしょとうほうもん

支
し

援
えん

居宅訪問型児童
きょたくほうもんがたじどう

発達支援
はったつしえん

サービス
さ ー び す

種類
しゅるい

単位
たん い

実績
じっせき

見込
み こ

み（第
だい

３期
き

計画
けいかく

）

令
れい

和
わ

4年度
ねんど

（2022）

令
れい

和
わ

5年度
ねんど

（2023）

令
れい

和
わ

6年度
ねんど

（2024）

令
れい

和
わ

7年度
ねんど

（2025）

令
れい

和
わ

8年度
ねんど

（2026）

令
れい

和
わ

9年度
ねんど

（2027）

令
れい

和
わ

10年度
ねんど

（2028）

令
れい

和
わ

11年度
ねんど

（2029）

実
じつ

人
にん

/月
つき

38 43 47 52 58 64 70 78

事業所数
じぎょうしょすう

5 5 6 6 6 6 6 6

サービス
さ ー び す

種類
しゅるい

単位
たんい

実績
じっせき

見込
み こ

み（第
だい

３期
き

計画
けいかく

）

障がい児相談
しょう じそうだん

支援
しえん



  

 
 

７６ 

２ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 

 

※単位
た ん い

について  ●時間
じ か ん

/年
ねん

：年間
ねんかん

の延
の

べ利用
り よ う

時間
じ か ん

        

●件数
けんすう

/年
ねん

：年間
ねんかん

の延
の

べ利用
り よ う

件数
けんすう

       

●実
じつ

人
にん

/年
ねん

：年間
ねんかん

の実利用者数
じつりようしゃすう

  

●人
にん

日
にち

/月
つき

：１か月
げつ

の延
の

べ利用者数
りようしゃすう

  

●実
じつ

人
にん

/月
つき

：１か月
げつ

の実利用者数
じつりようしゃすう

                                      

         ●実施個所
じ っ し か し ょ

：市内
し な い

に所在
しょざい

する事業所数
じぎょうしょすう

 

 ※実績
じっせき

について 令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

は実績
じっせき

、令和
れ い わ

５（2023）年度
ね ん ど

は実績
じっせき

見込
み こ

み 

令
れい

和
わ

4年度
ね ん ど

（2022）

令
れい

和
わ

5年度
ねん ど

（2023）

令
れい

和
わ

6年度
ね ん ど

（2024）

令
れい

和
わ

7年度
ねん ど

（2025）

令
れい

和
わ

8年度
ねん ど

（2026）

令
れい

和
わ

9年度
ねん ど

（2027）

令
れい

和
わ

10年度
ね んど

（2028）

令
れい

和
わ

11年度
ね んど

（2029）

時間
じ かん

/年
ねん

62 108 63 83 109 109 109 109

実
じつ

人
にん

/年
ねん

4 3 4 5 7 7 7 7

件数
けんすう

/年
ねん

1,351 1,366 1,485 1,614 1,754 1,754 1,754 1,754

実施
じ っし

個所
か しょ

4 4 4 4 4 4 4 4

日常生活用具
にちじょうせいかつようぐ

給付事業
きゅうふじぎょう 件数

けんすう

/年
ねん

2,253 2,332 2,326 2,320 2,313 2,307 2,301 2,295

件数
けんすう

/年
ねん

268 340 340 339 339 338 338 337

実
じつ

人
にん

/年
ねん

22 20 22 22 22 22 22 22

時間
じ かん

/年
ねん

0 0 50 50 50 50 50 50

実
じつ

人
にん

/年
ねん

0 0 1 1 1 1 1 1

件数
けんすう

/年
ねん

542 577 612 688 774 870 979 1,101

実
じつ

人
にん

/年
ねん

8 8 9 10 11 13 14 16

手話奉仕員養成
しゅわほうしいんようせい

研修事業
けんしゅうじぎょう 件数

けんすう

/年
ねん

18 0 18 18 18 18 18 18

件数
けんすう

/年
ねん

783 1,168 786 745 706 669 634 600

実
じつ

人
にん

/年
ねん

83 83 79 75 71 67 63 60

人日
にんにち

/月
つき

188 177 192 192 192 200 200 200

実
じつ

人
にん

/月
つき

24 24 24 24 24 25 25 25

成年後見制度
せいねんこうけんせいど

利用支援事業
りようしえんじぎ ょう 件数

けんすう

/年
ねん

0 0 1 1 1 2 2 2

サービス
さ ー び す

種類
しゅるい

単位
たん い

実績
じっせき

見込
み こ

み（第
だい

７期
き

、第
だい

３期
き

計画
けいかく

）

地域
ち いき

活動
かつどう

支援
し えん

センター
せ ん た ー

事業
じぎょう

移動支援事業
いどうしえんじぎ ょう

相談支援事業
そうだんしえんじぎょう

意思
い し

疎通
そ つう

支援
し えん

事
じ

業
ぎょう

生活
せいかつ

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

訪問入浴サービ
ほうもんにゅうよくさーび

ス
す

事業
じぎょう

日中一時支援
にっちゅういちじしえん

事業
じぎょう



  

 
 

７７ 

資
し

 料
り ょ う

 編
へ ん

                        
１ 大仙市福祉関係計画等

だいせんしふくしかんけいけいかくとう

審議委員会条例
しんぎいいんかいじょうれい

 

平成
へいせい

１９年
ねん

３月
がつ

２６日
にち

 

条例
じょうれい

第
だい

３２号
ごう

 

改正
かいせい

 平成
へいせい

２０年
ねん

６月
がつ

２７日
にち

条例
じょうれい

第
だい

５１号
ごう

 

平成
へいせい

２５年
ねん

６月
がつ

２４日
にち

条例
じょうれい

第
だい

２９号
ごう

 

平成
へいせい

２６年
ねん

３月
がつ

１９日
にち

条例
じょうれい

第
だい

１７号
ごう

 

（設置
せ っ ち

） 

第
だい

１条
じょう

 市
し

が策定
さくてい

する福祉
ふ く し

に係
かか

る計画
けいかく

等
とう

について審議
し ん ぎ

等
とう

を行
おこな

わせるため、大仙
だいせん

市
し

福祉
ふ く し

関係
かんけい

計画
けいかく

等
とう

審議委員会
しんぎいい んかい

（以下
い か

「審議委員会
しんぎいい んかい

」という。）を設置
せ っ ち

する。 

（所掌事項
しょしょうじこう

） 

第
だい

２条
じょう

 審議委員会
しんぎいい んかい

は、市長
しちょう

の諮問
し も ん

に応
おう

じ、次
つぎ

に掲
かか

げる計画等
けいかくとう

について審議
し ん ぎ

し、答申
とうしん

するものとす

る。 

（１） 老人福祉法
ろうじんふくしほう

（昭和
しょうわ

３８年法律第
ねんほうりつだい

１３３号
ごう

）第
だい

２０条
じょう

の８第
だい

１項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づく老人
ろうじん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

（２） 障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

（昭和
しょうわ

４５年法律第
ねんほうりつだい

８４号
ごう

）第
だい

１１条第
じょうだい

３項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づく障害者計画
しょうがいしゃけいかく

 

（３） 障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（平成
へいせい

１７年法律第
ねんほうりつだい

１

２３号
ごう

）第
だい

８８条 第
じょうだい

１項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づく障害福祉計画
しょうがいふくしけいかく

 

（４） 次世代育成支援対策推進法
じせだいいくせいしえんたいさくすいしんほう

（平成
へいせい

１５年法律第
ねんほうりつだい

１２０号
ごう

）第
だい

８条第
じょうだい

１項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づく

行動計画
こうどうけいかく

 

（５） 社会福祉法
しゃかいふくしほう

（昭和
しょうわ

２６年法律第
ねんほうりつだい

４５号
ごう

）第
だい

１０７条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づく地域福祉計画
ちいきふくしけいかく

 

（６） 子
こ

どもの育成支援
いくせいしえん

に関
かん

する条 例
じょうれい

 

２ 審議委員会
しんぎいい んかい

は、前項
ぜんこう

各号
かくごう

に掲
かか

げる計画等
けいかくとう

について意見
い け ん

を述
の

べることができる。 

（組織
そ し き

） 

第
だい

３条
じょう

 審議委員会
しんぎいい んかい

は、委員
い い ん

３５人以内
にんいない

で組織
そ し き

する。 



  

 
 

７８ 

２ 委員
い い ん

は、次
つぎ

に掲
かか

げる者
もの

のうちから市長
しちょう

が委嘱
いしょく

し、又
また

は任命
にんめい

する。 

（１） 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉関係者
ふくしかんけいしゃ

 

（２） 教育関係者
きょういくかんけいしゃ

 

（３） 地域協議会委員等住民
ちいききょうぎかいいいんとうじゅうみん

の代表者
だいひょうしゃ

 

（４） 関係団体
かんけいだんたい

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

等
とう

の代表者
だいひょうしゃ

 

（５） 学識経験
がくしきけいけん

のある者
もの

 

（６） 行政機関関係者
ぎょうせいきかんかんけいしゃ

 

（７） その他
た

市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

めた者
もの

 

３ 委員
い い ん

の任期
に ん き

は、２年
ねん

とする。ただし、再任
さいにん

を妨
さまた

げない。 

（委員長
いいんちょう

及
およ

び副委員長
ふくいいんちょう

） 

第
だい

４条
じょう

 審議委員会
しんぎいい んかい

に委員長
いいんちょう

及び副委員長
ふくいいんちょう

を置
お

き、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

によりこれを定
さだ

める。 

２ 委員長
いいんちょう

は、審議委員会
しんぎいい んかい

を代 表
だいひょう

し、会務
か い む

を総理
そ う り

する。 

３ 副委員長
ふくいいんちょう

は、委員長
いいんちょう

を補佐
ほ さ

し、委員長
いいんちょう

に事故
じ こ

あるとき又
また

は欠
か

けたときは、その職務
しょくむ

を代理
だ い り

す

る。 

（会議
か い ぎ

） 

第
だい

５条
じょう

 審議
し ん ぎ

委員会
いいんかい

の会議
か い ぎ

は、委員長
いいんちょう

が招 集
しょうしゅう

し、委員長
いいんちょう

が議長
ぎちょう

となる。 

２ 委員長
いいんちょう

は、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、委員
い い ん

以外
い が い

の者
もの

の出席
しゅっせき

を求
もと

め、説明
せつめい

又
また

は意見
い け ん

を聴
き

くこと

ができる。 

（事務局
じむきょく

） 

第
だい

６条
じょう

 審議
し ん ぎ

委員会
いいんかい

の事務局
じむきょく

は、健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

社会
しゃかい

福祉課内
ふ く し か な い

に置
お

く。 

（委任
い に ん

） 

第
だい

７条
じょう

 この条例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、審議委員会
しんぎいい んかい

の運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、規則
き そ く

で定
さだ

める。 

附
ふ

 則
そく

 

（施行期日
し こ う き じ つ

） 

１ この条例
じょうれい

は、平成
へいせい

１９年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

（経過
け い か

措置
そ ち

） 

２ 第
だい

５条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

にかかわらず、第
だい

１回
かい

の会議
か い ぎ

は、市長
しちょう

が招 集
しょうしゅう

する。 



  

 
 

７９ 

（大仙
だいせん

市
し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

等
とう

策定審議会条例
さくていしんぎかいじょうれい

の廃止
は い し

） 

３ 大仙
だいせん

市
し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

等
とう

策定審議会条例
さくていしんぎかいじょうれい

（平成
へいせい

１８年大仙市条例第
ねんだいせんしじょうれいだい

６３号
ごう

）は、廃止
は い し

する。 

（大仙
だいせん

市
し

特別職
とくべつしょく

の職 員
しょくいん

で非常勤
ひじょうきん

のものの報酬
ほうしゅう

及び費用弁償
ひようべんしょう

に関
かん

する条例
じょうれい

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

） 

４ 大仙
だいせん

市
し

特別職
とくべつしょく

の職 員
しょくいん

で非常勤
ひじょうきん

のものの報酬
ほうしゅう

及び費用弁償
ひようべんしょう

に関
かん

する条例
じょうれい

（平成
へいせい

１７年
ねん

大仙
だいせん

市
し

条例
じょうれい

第
だい

４７号
ごう

）の一部
い ち ぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

〔次
つぎ

のよう〕略
りゃく

 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２０年
ねん

６月
がつ

２７日
にち

条例第
じょうれいだい

５１号
ごう

） 

この条例
じょうれい

は、公布
こ う ふ

の日
にち

から施行
し こ う

する。 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２５年
ねん

６月
がつ

２４日
にち

条 例
じょうれい

第
だい

２９号
ごう

） 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この条例
じょうれい

は、公布
こ う ふ

の日
にち

から施行
し こ う

する。 

（大仙
だいせん

市
し

特別職
とくべつしょく

の職 員
しょくいん

で非常勤
ひじょうきん

のものの報酬
ほうしゅう

、費用弁償等
ひようべんしょうとう

に関
かん

する条例
じょうれい

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

） 

２ 大仙
だいせん

市
し

特別職
とくべつしょく

の職 員
しょくいん

で非常勤
ひじょうきん

のものの報酬
ほうしゅう

、費用弁償等
ひようべんしょうとう

に関
かん

する条例
じょうれい

（平成
へいせい

１７年
ねん

大仙
だいせん

市
し

条例
じょうれい

第
だい

４７号
ごう

）の一部
い ち ぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。 

〔次
つぎ

のよう〕略
りゃく

 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２６年
ねん

３月
がつ

１９日
にち

条 例
じょうれい

第
だい

１７号
ごう

）抄
しょう

 

この条例
じょうれい

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
し こ う

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

８０ 

２ 大仙市福祉関係計画等
だいせんしふくしかんけいけいかくとう

審議委員会条例施行規則
しんぎいいんかいじょうれいしこうきそく

 

平成
へいせい

１９年
ねん

３月
がつ

２６日
にち

 

規則
き そ く

第
だい

１６号
ごう

 

改正
かいせい

 平成
へいせい

２２年
ねん

４月
がつ

１日
にち

規則
き そ く

第
だい

２８号
ごう

 

平成
へいせい

２３年
ねん

４月
がつ

１日
にち

規則
き そ く

第
だい

２１号
ごう

 

平成
へいせい

２４年
ねん

４月
がつ

１日
にち

規則
き そ く

第
だい

１１号
ごう

 

平成
へいせい

２５年
ねん

６月
がつ

２４日
にち

規則
き そ く

第
だい

３５号
ごう

 

平成
へいせい

２８年
ねん

４月
がつ

１日
にち

規則
き そ く

第
だい

４２号
ごう

 

（趣旨
し ゅ し

） 

第
だい

１条
じょう

 この規則
き そ く

は、大仙市福祉関係計画等
だいせんしふくしかんけいけいかくとう

審議委員会条例
しんぎいいんかいじょうれい

（平成
へいせい

１９年
ねん

大仙
だいせん

市
し

条例
じょうれい

第
だい

３２号
ごう

）

第
だい

７条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づき、大仙市福祉関係計画等
だいせんしふくしかんけいけいかくとう

審議委員会
しんぎいい んかい

（以下
い か

「審議
し ん ぎ

委員会
いいんかい

」という。）の

適正
てきせい

な運営
うんえい

を図
はか

るために必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定
さだ

めるものとする。 

（部会
ぶ か い

） 

第
だい

２条
じょう

 審議
し ん ぎ

委員会
いいんかい

に、その所掌事項
しょしょうじこう

の調査
ちょうさ

及
およ

び審議
し ん ぎ

を行
おこな

わせるため、次
つぎ

の部会
ぶ か い

を置
お

く。 

（１） 高齢
こうれい

部会
ぶ か い

 

（２） 障害部会
しょうがいぶかい

 

（３） 児童
じ ど う

部会
ぶ か い

 

（４） 地域
ち い き

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

 

２ 部会
ぶ か い

は、審議
し ん ぎ

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

で組織
そ し き

する。 

３ 部会
ぶ か い

に所属
しょぞく

する委員
い い ん

は、審議
し ん ぎ

委員会
いいんかい

委員長
いいんちょう

が指名
し め い

する。 

（部会長等
ぶかいちょうとう

） 

第
だい

３条
じょう

 部会
ぶ か い

に部会長
ぶかいちょう

を置
お

き、当該
とうがい

部会
ぶ か い

委員
い い ん

の互選
ご せ ん

によりこれを定
さだ

める。 

２ 部会長
ぶかいちょう

は、部会
ぶ か い

を総理
そ う り

する。 

３ 部会長
ぶかいちょう

に事故
じ こ

あるとき又
また

は欠
か

けたときは、あらかじめ部
ぶ

会長
かいちょう

が指定
し て い

する部会委員
い い ん

がその職務
しょくむ

を

代理
だ い り

する。 

 



  

 
 

８１ 

（会議
か い ぎ

） 

第
だい

４条
じょう

 部会
ぶ か い

の会議
か い ぎ

は、部会長
ぶかいちょう

が 招 集
しょうしゅう

する。 

２ 部会長
ぶかいちょう

は、部会
ぶ か い

の会議
か い ぎ

の議長
ぎちょう

となる。 

（庶務
し ょ む

） 

第
だい

５条
じょう

 部会
ぶ か い

の庶務
し ょ む

は、次
つぎ

に掲
かか

げる課
か

において処理
し ょ り

する。 

（１） 高齢
こうれい

部会
ぶ か い

 健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

（２） 障害部会
しょうがいぶかい

 健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

（３） 児童
じ ど う

部会
ぶ か い

 健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

子
こ

ども支援課
し え ん か

 

（４） 地域
ち い き

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

 健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

 

（補則
ほ そ く

） 

第
だい

６条
じょう

 この規則
き そ く

に定
さだ

めるもののほか、部会
ぶ か い

の運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、別
べつ

に定
さだ

める。 

附
ふ

 則
そく

 

この規則
き そ く

は、平成
へいせい

１９年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２２年
ねん

４月
がつ

１日
にち

規則
き そ く

第
だい

２８号
ごう

） 抄
しょう

 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この規則
き そ く

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
し こ う

する。 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２３年
ねん

４月
がつ

１日
にち

規則
き そ く

第
だい

２１号
ごう

） 抄
しょう

 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この規則
き そ く

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
し こ う

する。 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２４年
ねん

４月
がつ

１日
にち

規則
き そ く

第
だい

１１号
ごう

） 抄
しょう

 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この規則
き そ く

は、平成
へいせい

２４年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２５年
ねん

６月
がつ

２４日
にち

規則
き そ く

第
だい

３５号
ごう

） 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この規則
き そ く

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
し こ う

する。 



  

 
 

８２ 

（大仙市行政組織規則
だいせんしぎょうせいそしききそく

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

） 

２ 大仙市行政組織規則
だいせんしぎょうせいそしききそく

（平成
へいせい

１７年
ねん

大仙
だいせん

市
し

規則
き そ く

第
だい

３号
ごう

）の一部
い ち ぶ

を次
つぎ

のように改
あらた

める。 

〔次
つぎ

のよう〕略
りゃく

 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２８年
ねん

４月
がつ

１日
にち

規則
き そ く

第
だい

４２号
ごう

） 

この規則
き そ く

は、平成
へいせい

２８年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

８３ 

 

所
し ょ

属
ぞ く

団
だん

体
たい

等
と う

職
しょく

名
めい

氏
し

名
めい

備考
び こ う

大曲仙北医師会
お お まがり せん ぼく い し かい

副会長
ふくかいちょう

木
き

　村
む ら

　靖
やす

　和
かず

委員長
いいんちょう

大曲仙北歯科医師会
お お ま が り せ ん ぼ く し か い し か い

会
かい

　長
ちょう

畠
はたけ

　山
やま

　桂
けい

　郎
ろ う

副
ふく

委員長
いいんちょう

秋田県薬剤師会大曲仙北支部
あ き た け ん や く ざ い し か い お お ま がり せん ぼく しぶ

幹
かん

　事
じ

川
かわ

　久
く

　保
ぼ

　憲
けん

大仙市社会福祉協議会
だ い せ ん し し ゃ か い ふ く し き ょ う ぎ かい

会
かい

　長
ちょう

佐
さ

　藤
と う

　　　力
ちから

大仙市民生児童委員協議会
だ い せ ん し み ん せ い じ ど う い い ん き ょ う ぎ かい

会
かい

　長
ちょう

石
い し

　田
だ

　常
と き

　盤
わ

社会福祉法人
し ゃ か い ふ く し ほ う じ ん

　県南
けん なん

ふくし会
かい

こもれびの杜
も り 施設

し せ つ

長
ちょう

内
う ち

　村
む ら

　子
し

　畝
ほ

社会福祉法人
しゃ かい ふく しほ う じ ん

　水交会
す い こう かい

理事長
り じ ち ょ う

樫
か し

　尾
お

　正
ま さ

　義
よ し

大曲仙北地域密着型
おおまがりせん ぼく ちい きみっち ゃく がた

介護事業者連絡会
か い ご じ ぎ ょ う しゃ れん らく かい 理事

り じ

・事務
じ む

局次長
き ょ く じち ょう

小
こ

　松
まつ

　利
と し

　光
みつ

大曲仙北老人福祉施設連絡協議会
お お まがりせん ぼく ろ う じん ふく しし せつ れん らく き ょ う ぎ かい

会　長
かい ち ょ う

佐　藤　義　勝
 さ　　　　　とう　  　　よし　　    かつ

社会福祉法人
し ゃ か い ふ く し ほ う じ ん

　大空大仙
おお ぞらだい せん

園長会
えんちょうかい 会

かい

　長
ちょう

佐々木
さ さ き

  友
と も

  絵
え

県南地区介護支援専門員協会
け ん な ん ち く か い ご し え ん せ ん も ん い ん き ょう かい

会
かい

　長
ちょう

小
お

　原
ば ら

　秀
ひ で

　和
かず

ＮＰＯ法人
えぬぴー おー ほう じん

障
しょう

がい者自立生活
し ゃ じ り つ せ い かつ

セン
せ ん

ター
た ー

「ほっと大仙
だい せん

」
理事長
り じ ち ょ う

奈　良　克　久
な ら かつ ひさ

ＮＰＯ法人
えぬぴー おー ほう じん

まることびおら 代表
だいひょう

理事
り じ

挽
ひ き

　野
の

　実
の り

　之
ゆき

南外
なん がい

小学校
しょう がっこう

校
こ う

　長
ちょう

宮
みや

　野
の

  　　勝
まさる

大曲地域協議会
お お まがりち い き きょうぎかい

委
い

　員
いん

細
ほそ

　井
い

　陽
よ う

　子
こ

神岡地域協議会
かみお かち い き き ょ う ぎ かい

委
い

　員
いん

工
く

　藤
ど う

　容
よ う

　子
こ

大仙市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会
だ い せ ん し ぼ ら ん て ぃ あ れん らく き ょ う ぎ かい

会
かい

　長
ちょう

大
おお

信田
し だ

　孝
たか

　文
ふみ

大仙市身体障害者福祉協会
だい せん ししん たい しょう がい しゃ ふく しき ょう かい

会
かい

　長
ちょう

太
おお

　田
た

　雄
ゆ う

　介
すけ

大仙市老人ｸﾗﾌﾞ連合会
だ い せ ん し ろ う じ ん く ら ぶ れ ん ごう かい

会
かい

　長
ちょう

冨
と

　樫
が し

　俊
しゅん

　悦
えつ

ふれあい家族会
か ぞ く か い

副会長
ふくかいちょう

今
こ ん

　野
の

　利
り

久
く

藏
ぞ う

大仙市
だ い せ ん し

手
て

をつなぐ育成会
い く せい かい

会
かい

　長
ちょう

高
たか

　橋
は し

　正
しょう

　吉
き ち

大曲公共職業安定所
おおまがりこうきょうしょくぎょうあんていしょ

所
し ょ

　長
ちょう

佐　藤　　　務
  さ　　　　　とう　　　　　　　　　つとむ

仙北地域振興局福祉環境部
せ ん ぼ く ち い き しん こう き ょ く ふ く し かん き ょ う ぶ

次
じ

　長
ちょう

工
く

　藤
ど う

　　　央
ひさし

大曲支援学校
お お まがりしえん がっ こう

校
こ う

　長
ちょう

鎌
かま

　田
だ

　　　誠
まこと

市立大曲病院
しりつおおまがりび ょう いん

院
いん

　長
ちょう

大
おお

　谷
たに

　和
かず

　生
お

３　大仙市福祉関係計画等審議委員会
だ い せ ん し ふ く し か ん け い け い か く と う し ん ぎ い い ん か い

　委員
い い ん

（敬
けい

　称
しょう

　略
りゃく

）



  

 
 

８４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所
し ょ

属
ぞ く

団
だん

体
たい

等
と う

職
しょく

名
めい

氏
し

名
めい

備考
び こ う

社会福祉法人
しゃ かい ふく しほ う じ ん

　水交会
す い こう かい

理事長
り じ ち ょ う

樫
か し

　尾
お

　正
ま さ

　義
よ し

部会長
ぶかい ち ょう

ＮＰＯ法人
えぬぴー おー ほう じん

障
しょう

がい者自立生活
し ゃ じ り つ せ い かつ

セン
せ ん

ター
た ー

「ほっと大仙
だい せん

」
理事長
り じ ち ょ う

奈　良　克　久
な ら かつ ひさ

職務
し ょ く む

代理
だ い り

秋田県薬剤師会大曲仙北支部
あ き た け ん や く ざ い し か い お お ま がり せん ぼく しぶ

幹
かん

　事
じ

川
かわ

　久
く

　保
ぼ

　憲
けん

南外
なん がい

小学校
しょう がっこう

校
こ う

　長
ちょう

宮
みや

　野
の

  　　勝
まさる

大仙市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会
だ い せ ん し ぼ ら ん て ぃ あ れん らく き ょ う ぎ かい

会
かい

　長
ちょう

大
おお

信田
し だ

　孝
たか

　文
ふみ

大仙市身体障害者福祉協会
だい せん ししん たい しょう がい しゃ ふく しき ょう かい

会
かい

　長
ちょう

太
おお

　田
た

　雄
ゆ う

　介
すけ

ふれあい家族会
か ぞ く か い

副会長
ふくかいちょう

今
こ ん

　野
の

　利
り

久
く

藏
ぞ う

大仙市
だ い せ ん し

手
て

をつなぐ育成会
い く せい かい

会
かい

　長
ちょう

高
たか

　橋
は し

　正
しょう

　吉
き ち

大曲公共職業安定所
おおまがりこうきょうしょくぎょうあんていしょ

所
し ょ

　長
ちょう

佐　藤　　　務
  さ　　　　　とう　　　　　　　　　つとむ

仙北地域振興局福祉環境部
せ ん ぼ く ち い き しん こう き ょ く ふ く し かん き ょ う ぶ

次
じ

　長
ちょう

工
く

　藤
ど う

　　　央
ひさし

大曲支援学校
お お まがりしえん がっ こう

校
こ う

　長
ちょう

鎌
かま

　田
だ

　　　誠
まこと

市立大曲病院
しりつおおまがりび ょう いん

院
いん

　長
ちょう

大
おお

　谷
たに

　和
かず

　生
お

４　大仙市福祉関係計画等審議委員会
だ い せ ん し ふ く し か ん け い け い か く と う し ん ぎ い い ん か い

　障
しょう

がい部会
ぶ か い

委員
い い ん

（敬
けい

　称
しょう

　略
りゃく

）



  

 
 

８５ 

５ 計画
けいかく

づくりのためのアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

１ アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

の概要
がいよう

 

（１）調査
ちょうさ

目的
もくてき

 

 本調査
ほんちょうさ

は、市民
し み ん

の皆
みな

さまの福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

実態
じったい

や福祉
ふ く し

に関
かん

する意識
い し き

、意向
い こ う

、市内
し な い

の 

企業
きぎょう

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用状況
りようじょうきょう

や利用者
りようしゃ

の動向
どうこう

とその対応
たいおう

策
さく

、地域
ち い き

生活
せいかつ

への 

移行
い こ う

、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行状況
いこうじょうきょう

などを把握
は あ く

し、令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

を初年度
しょねんど

とする「第
だい

４次障
じしょう

がい 

者
しゃ

計画
けいかく

」等
とう

の計画
けいかく

策定
さくてい

や施策
し さ く

推進
すいしん

に役立
や く だ

てることを目的
もくてき

に実施
じ っ し

しました。 

 

（２）調査
ちょうさ

の方法
ほうほう

 

 調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

 

  ①障
しょう

がいのある方
かた

 

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

または療育
りょういく

手帳
てちょう

または精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福
ふく

 

祉
し

手帳
てちょう

の所持者
しょじしゃ

から系統抽出
けいとうちゅうしゅつ

 

②企業
きぎょう

・事業所
じぎょうしょ

 

 大仙
だいせん

市
し

に所在
しょざい

する一般
いっぱん

企業
きぎょう

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

から系統抽出
けいとうちゅうしゅつ

 

③サービス
さ ー び す

提供事業所
ていきょうじぎょうしょ

 

 大仙
だいせん

市
し

に所在
しょざい

するサービス
さ ー び す

提供事業所
ていきょうじぎょうしょ

    

 

（３）回収
かいしゅう

結果
け っ か

 

  配付数
はいふすう

 有効
ゆうこう

回収数
かいしゅうすう

 有効
ゆうこう

回答率
かいとうりつ

 

①障
しょう

がいのある方
かた

  ６１０人
にん

  ３１８人
にん

 ５２．１ ％
ぱーせんと

 

②企業
きぎょう

・事業所
じぎょうしょ

   ５０社
しゃ

   ３６社
しゃ

 ７２．０ ％
ぱーせんと

 

③サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

 ４０事業所
じぎょうしょ

 ３５事業所
じぎょうしょ

 ８７．５ ％
ぱーせんと

 

 

 



  

 
 

８６ 

（４）報告書
ほうこくしょ

の見方
み か た

 

  ○ Ｎ
えぬ

について 

   グラフ
ぐ ら ふ

中
ちゅう

の「Ｎ
えぬ

」とは、設問
せつもん

ごとに該当
がいとう

する回答者
かいとうしゃ

総数
そうすう

を表
あらわ

します。したがって 

 各選択肢
かくせんたくし

の ％
ぱーせんと

に「Ｎ
えぬ

」を乗
じょう

じることで、その選択肢
せんたくし

の回答者
かいとうしゃ

が計算
けいさん

できます。 

〇 ％
ぱーせんと

について 

    グラフ
ぐ ら ふ

中
ちゅう

の「 ％
ぱーせんと

」は、小
しょう

数点
すうてん

以下
い か

第
だい

２位
い

を四捨五入
ししゃごにゅう

しているため、単数
たんすう

回答
かいとう

の設問
せつもん

 

（１つだけに〇をつけるもの）であっても、合計
ごうけい

が１００ ％
ぱーせんと

にならない場合
ば あ い

がありま  

す。 

また、複数
ふくすう

回答
かいとう

の場合
ば あ い

（あてはまるものすべてに〇をつけるものなど）は「Ｎ
えぬ

」に対
たい

    

する各選択肢
かくせんたくし

の回答者数
かいとうしゃすう

の割合
わりあい

を示
しめ

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

８７ 

２ 主
おも

なアンケート
あ ん け ー と

結果
け っ か

 

 

３ 障
しょう

がいの状 況
じょうきょう

について               

  （１）障
しょう

がいの状 況
じょうきょう

     

  問
とい

５ あなたがお持
も

ちの手帳
てちょう

とその等級
とうきゅう

などについておうかがいします。 

                       （お持
も

ちの手帳
てちょう

の等級
とうきゅう

すべてに○） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

選択
せんたく

項目
こうもく

回答
かいとう すう

数（人
にん

） 構成比
こうせいひ

　（％）
ぱーせんと

身体障
しんたいしょう

がい手帳
　　　　てちょう

１級
きゅう

49人 15.4%

身体障
しんたいしょう

がい手帳
　　　　てちょう

２級
きゅう

31人 9.7%

身体障
しんたいしょう

がい手帳
　　　　てちょう

３級
きゅう

11人 3.5%

身体障
しんたいしょう

がい手帳
　　　　てちょう

４級
きゅう

22人 6.9%

身体障
しんたいしょう

がい手帳
　　　　てちょう

５級
きゅう

13人 4.1%

身体障
しんたいしょう

がい手帳
　　　　てちょう

６級
きゅう

2人 0.6%

療育手帳Ａ
りょういくてちょうえー

68人 21.4%

療育手帳Ｂ
りょういくてちょうびー

87人 27.4%

精神
せいしん

障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

１級
きゅう

12人 3.8%

精神
せいしん

障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

２級
きゅう

38人 11.9%

精神
せいしん

障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

３級
きゅう

11人 3.5%

無回答
むかい とう

6人 1.9%

調査数
ちょうさすう

318人 100.0%



  

 
 

８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

８９ 

 

  

 

  

 

 

所持
しょじ

している手帳の種類（３区分）
                                 てちょう      しゅるい                  くぶん

選択
せんたく

項目
こうもく

回答
かいとう すう

数（人
にん

） 構成比
こうせいひ

　（％）
ぱーせんと

身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

128人 40.3%

療育手帳
りょういくてちょう

155人 48.7%

精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

61人 19.2%

無回答
む か い と う

6人 1.9%

調査数
ちょうさすう

318人 100.0%



  

 
 

９０ 

４ 住
す

まいについて                                

  （１）居住場所
きょじゅうばしょ

     

  問
とい

８ あなたは現在
げんざい

どこで暮
く

らしていますか。（○は１つ）   

 

居住場所
きょじゅうばしょ

については、全体
ぜんたい

では「ご自
じ

宅
たく

」が 86.8 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「福祉
ふ く し

施設
し せ つ

」（5.3

％
ぱーせんと

）、「医療
いりょう

機関
き か ん

」（2.2 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、身体障
しんたいしょう

がい者手帳所持者
しゃてちょうしょじしゃ

、療育手帳所持者
りょういくてちょうしょじしゃ

、精神障
せいしんしょう

がい

者保健福祉手帳所持者
しゃほけんふくしてちょうしょじしゃ

、いずれも「ご自宅
じ た く

」が８割
わり

以上
いじょう

を占
し

めている。 

 

 

       
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択項目
せんたくこうもく

ご自宅
じたく

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

福祉施設
ふくししせつ

医療機関
いりょうきかん

その他
た

無回答
むかいとう

調査数
ちょうさすう

1.9%

100.0%

回答
かいとう すう

数（人
にん

）

276人

構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）

86.8%

1.6%

318人

5人

17人

7人

7人

6人

5.3%

2.2%

2.2%



  

 
 

９１ 

   
 

                         
      

     
 

 

 

 

 

 



  

 
 

９２ 

 
 

将来
しょうらい

の居住場所
きょじゅうばしょ

については、全体
ぜんたい

では「自宅
じ た く

で家族
か ぞ く

と暮
く

らしたい」が 54.4 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「わからない」（17.0 ％
ぱーせんと

）、「施設
し せ つ

で暮
く

らしたい」（11.0 ％
ぱーせんと

）、「アパート
あ ぱ ー と

や

マンション
ま ん し ょ ん

などで、ひとりで暮
く

らしたい」（8.8 ％
ぱーせんと

）、「グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

で暮
く

らしたい」

（4.7 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

所持
し ょ じ

している手帳別
てちょうべつ

でみると、身体障
しんたいしょう

がい者手帳所持者
しゃてちょうしょじしゃ

、療育手帳所持者
りょういくてちょうしょじしゃ

、精神障
せいしんしょう

がい 

者保健福祉手帳所持者
しゃほけんふくしてちょうしょじしゃ

、いずれも「自宅
じ た く

で家族
か ぞ く

と暮
く

らしたい」が 36.1 ％
ぱーせんと

～58.6 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

くなっている。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「自宅
じ た く

で家族
か ぞ く

と暮
く

らしたい」が 36.1

％
ぱーせんと

とほかの手帳所持者
てちょうしょじしゃ

に比
くら

べて少
すく

なく、一方
いっぽう

「アパート
あ ぱ ー と

やマンション
ま ん し ょ ん

などで、ひとりで暮
く

らしたい」が 19.7 ％
ぱーせんと

とやや多
おお

くなっている。 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

４
　

　住
す

まいについて

（２）将来の居住場所
しょうらい　きょじゅうばしょ

問
とい

９　あなたは将来
しょうらい

どこで暮
く

らしたいですか。（○は１つ）

回答
かいとう すう

数（人
にん

）

173人

構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）

54.4%

28人

35人

15人

8.8%

11.0%

4.7%

2人

54人

11人

0.6%

17.0%

3.5%

318人 100.0%

選択項目
せんたくこうもく

自宅で家族と暮らしたい
じたく　　かぞく　　く

アパートや
あぱーと

マンション
まんしょん

などで、ひとりで暮らしたい
                                                     く

施設
しせつ

で暮
く

らしたい

グループホーム
ぐるーぷほーむ

で暮
く

らしたい

その他
た

わからない

無回答
むかいとう

調査数
ちょうさすう



  

 
 

９３ 

  
 

  
 

  
 

                      

 

 



  

 
 

９４ 

 
 

日常生活
にちじょうせいかつ

の悩
なや

みについては、全体
ぜんたい

では「将来
しょうらい

の生活
せいかつ

に不安
ふ あ ん

がある」が 51.9 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も

多
おお

く、以下
い か

「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

がうまくとれない」（33.3 ％
ぱーせんと

）、「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

に不安
ふ あ ん

がある」（30.2 ％
ぱーせんと

）、「健康
けんこう

に不安
ふ あ ん

がある」（28.9 ％
ぱーせんと

）、「外出
がいしゅつ

するのに

支障
ししょう

がある」（26.7 ％
ぱーせんと

）、「お金
かね

の管理
か ん り

に不安
ふ あ ん

がある」（26.4 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、身体障
しんたいしょう

がい者手帳所持者
しゃてちょうしょじしゃ

、療育手帳所持者
りょういくてちょうしょじしゃ

、精神障
せいしんしょう

がい 

者保健福祉手帳所持者
しゃほけんふくしてちょうしょじしゃ

、いずれも「将来
しょうらい

の生活
せいかつ

に不安
ふ あ ん

がある」が 最
もっと

も多
おお

くなっているが、

特
とく

に精神障
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「将来
しょうらい

の生活
せいかつ

に不安
ふ あ ん

がある」（52.5 ％
ぱーせんと

）、「健康
けんこう

に不安
ふ あ ん

がある」（41.0 ％
ぱーせんと

）、「収 入
しゅうにゅう

が少
すく

ない」（39.3 ％
ぱーせんと

）などがほかの手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に

比
くら

べて多
おお

くなっている。 

また、療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

がうまくとれない」（45.2％）、「災害
さいがい

時
じ

や緊
きん

急時
きゅうじ

の対応
たいおう

に不安
ふ あ ん

がある」（32.9 ％
ぱーせんと

）などがほかの手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に比
くら

べて多
おお

くなってい

る。 

なお、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

はほかの手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に比
くら

べ「特
とく

に困
こま

っていることはない」

（22.7 ％
ぱーせんと

）が比較的
ひかくてき

多
おお

くなっている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５　日常生活
にちじょうせいかつ

について

（２）日常生活
にちじょうせいかつ

の悩
なや

み

問
とい

１１　日常生活
にちじょうせいかつ

で困
こま

っていることはありますか。（○はいくつでも）



  

 
 

９５ 

                    

無回答
むかいとう

14人 4.4%

調査数
ちょうさすう

318人 100.0%

治療又
ちりょうまた

は通院
つういん

できる医療機関
いりょうきかん

がない 5人 1.6%

特
とく

に困
こま

っていることはない 55人 17.3%

相談
そうだん

する人
ひと

（所
ところ

）がない 17人 5.3%

相談
そうだん

する人
ひと

（所
ところ

）がわからない 22人 6.9%

収入が少
しゅうにゅうすく

ない（ない） 68人 21.4%

その他
た

10人 3.1%

将来
しょうらい

の生活
せいかつ

に不安
ふあん

がある 165人 51.9%

福祉サービス
ふくしさーびす

が十分
じゅうぶん

に使
つか

えない 12人 3.8%

災害時
さいがいじ

や緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

に不安
ふあん

がある 96人 30.2%

施設
しせつ

に入
はい

れない（入所
にゅうしょ

できない） 11人 3.5%

近所
きんじょ

づきあいがうまくできない 41人 12.9%

お金
かね

の管理
かんり

に不安
ふあん

がある 84人 26.4%

外出
がいしゅつ

するのに支障
ししょう

がある 85人 26.7%

コミュニケーション
こみゅにけーしょん

がうまくとれない 106人 33.3%

身
み

の回
まわ

りことができない 74人 23.3%

健康
けんこう

に不安
ふあん

がある 92人 28.9%

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）



  

 
 

９６ 

        

        

     



  

 
 

９７ 

 
 

介助者
かいじょしゃ

の悩
なや

みについては、全体
ぜんたい

では「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

に不安
ふ あ ん

がある」が 38.1 ％
ぱーせんと

 

と 最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「精神的
せいしんてき

な負担
ふ た ん

が大
おお

きい」（29.6 ％
ぱーせんと

）、「自分
じ ぶ ん

の健康
けんこう

に不安
ふ あ ん

がある」

（29.1 ％
ぱーせんと

）、「代
か

わりに介助
かいじょ

・支援
し え ん

する人
ひと

がいない」（23.3 ％
ぱーせんと

）、「身体的
しんたいてき

な負
ふ

担
たん

が

大
おお

きい」（22.2 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、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

、療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

については

「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

に不安
ふ あ ん

がある」「精神的
せいしんてき

な負担
ふ た ん

が大
おお

きい」「自分
じ ぶ ん

の健康
けんこう

に不
ふ

安
あん

がある」  

が多
おお

くなっている。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

の介助者
かいじょしゃ

は「精神的
せいしんてき

な負
ふ

担
たん

が大
おお

きい」

（38.5 ％
ぱーせんと

）が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「自分
じ ぶ ん

の健康
けんこう

に不安
ふ あ ん

がある」（23.1 ％
ぱーせんと

）となっている。 

 

  

５　日常生活
にちじょうせいかつ

について

（４）介助者
かいじょしゃ

の悩
なや

みについて

問
とい

１３　介助
かいじょ

をしていて困
こま

ることは何
なん

ですか。（○はいくつでも）

無回答
むかいとう

20人 10.6%

調査数
ちょうさすう

189人 100.0%

特
とく

に困
こま

っていることはない 31人 16.4%

休養
きゅうよう

や息抜
いきぬき

きの時間
じかん

がない 28人 14.8%

その他
た

13人 6.9%

仕事
しごと

ができない 31人 16.4%

旅行
りょこう

や外出
がいしゅつ

がむずかしい 33人 17.5%

経済的
けいざいてき

な負担が
ふたん

大
おお

きい 34人 18.0%

災害時
さいがいじ

や緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

に不安
ふあん

がある 72人 38.1%

身体的
しんたいてき

な負担
ふたん

が大
おお

きい 42人 22.2%

精神的
せいしんてき

な負担
ふたん

が大
おお

きい 56人 29.6%

自分
じぶん

の健康
けんこう

に不安
ふあん

がある 55人 29.1%

代
か

わりに介助
かいじょ

・支援
しえん

する人がいない 44人 23.3%

選択項目
せんたくこうもく

回答
かいとう すう

数(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）



  

 
 

９８ 

   
 

   
 

   
 

 

 

 



  

 
 

９９ 

 
 

地域
ち い き

で生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

なことについては、全体
ぜんたい

では「相談
そうだん

できる人
ひと

や場所
ば し ょ

」が 39.3

％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「経済的
けいざいてき

支援
し え ん

や金銭
きんせん

管理
か ん り

の支援
し え ん

」（30.2 ％
ぱーせんと

）、「働
はたら

く場
ば

所
しょ

」「手続
て つ づ

  

きするサービス
さ ー び す

」（ともに 23.9 ％
ぱーせんと

）、「住
す

みやすい住居
じゅうきょ

」（23.3 ％
ぱーせんと

）などとなって   

いる。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、身体障
しんたいしょう

がい者手帳所持者
しゃてちょうしょじしゃ

、療育手帳所持者
りょういくてちょうしょじしゃ

、精神障
せいしんしょう

が 

い者保健福祉手帳所持者
しゃほけんふくしてちょうしょじしゃ

、いずれも「相談
そうだん

できる人
ひと

や場所
ば し ょ

」が最
もっと

も多
おお

くなっている。特
とく

 

に精神障
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「相談
そうだん

できる人
ひと

や場所
ば し ょ

」（44.3 ％
ぱーせんと

）、「経済的
けいざいてき

 

支援
し え ん

や金銭
きんせん

管理
か ん り

の支援
し え ん

」（36.1 ％
ぱーせんと

）などがほかの手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に比
くら

べて多
おお

くなっている。 

 

 

５　日常生活
にちじょうせいかつ

について

（５）地域
ちいき

で生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

なこと

問
とい

１４  あなたは、お住
すま

いの地域
ちいき

で生活
せいかつ

するためには、どのようなことが必要
ひつよう

だと思
おも

います

か。（〇は３つまで）

無回答
むかいとう 38人 11.9%

調査数
ちょうさすう 318人 100.0%

コミュニケーション
こみゅにけーしょん

支援
しえん 42人 13.2%

その他
た 10人 3.1%

在宅
ざいたく

での医療的ケア
いりょうてきけあ 15人 4.7%

地域住民
ちいきじゅうみん

の理解
りかい 58人 18.2%

住
す

みやすい住居
じゅうきょ 74人 23.3%

手続
てつづ

きを支援
しえん

するサービス
さーびす 76人 23.9%

働
はたら

く場所
ばしょ 76人 23.9%

経済的支援
けいざいてきしえん

や金銭管理
きんせんかんり

の支援
しえん 96人 30.2%

食料品
しょくりょうひん

などの宅配
たくはい 35人 11.0%

医療機関
いりょうきかん 70人 22.0%

相談
そうだん

できる人
ひと

や場所
ばしょ 125人 39.3%

ホームヘルプサービス
ほーむへるぷさーびす

等
とう

の在宅サービス
ざいたくさーびす 32人 10.1%

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）



  

 
 

１００ 

   
 

  
 

  
 

 

 



  

 
 

１０１ 

 
 

近隣
きんりん

・地域
ち い き

の人
ひと

への要望
ようぼう

については、全体
ぜんたい

では「災害
さいがい

や急 病
きゅうびょう

などの緊急
きんきゅう

時
じ

の支援
し え ん

」 

が 35.8 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「何
なに

もしてほしくない」（23.0 ％
ぱーせんと

）、「話
はな

し相手
あ い て

、情
じょう

報
ほう

の提供
ていきょう

」（20.1 ％
ぱーせんと

）、「日常的
にちじょうてき

な安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

の声
こえ

がけ」（15.7 ％
ぱーせんと

）などとなって

いる。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、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

、療育手帳所持者
りょういくてちょうしょじしゃ

では「災害
さいがい

 

や急 病
きゅうびょう

などの緊急
きんきゅう

時
じ

の支援
し え ん

」が最
もっと

も多
おお

くなっているのに比
くら

べ、精神障
せいしんしょう

がい者保健福
しゃほけんふく

 

祉
し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は「何
なに

もしてほしくない」が 26.2 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

くなっている。 

 

 
 

 

 

 

 

５　日常生活
にちじょうせいかつ

について

（６）近隣
きんりん

・地域
ちいき

の人
ひと

への要望
ようぼう

問
とい

１５  あなたは、近所
きんじょ

・地域
ちいき

の人
ひと

にどのようなことを支援
しえん

してもらいたいですか。（〇はい

くつでも）

無回答
むかいとう

55人 17.3%

調査数
ちょうさすう

318人 100.0%

何
なに

もしてほしくない 73人 23.0%

災害
さいがい

や急病
きゅうびょう

などの緊急時
きんきゅうじ

の支援
しえん

114人 35.8%

その他
た

22人 6.9%

ちょっとした家事
かじ

の手伝
てつだ

い 10人 3.1%

短時間
たんじかん

の子
こ

どもの預
あず

かり 13人 4.1%

外出時の自発的な声かけ
がいしゅつじ　じはつてき　こえ

24人 7.5%

外出時のちょっとした手伝い
がいしゅつじ　　　　　　　　　　　てつだ

15人 4.7%

日常的
にちじょうてき

な安否確認
　あんぴかくにん

の声
　こえ

かけ 50人 15.7%

話
はな

し相手
あいて

、情報
じょうほう

の提供
ていきょう

64人 20.1%

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）



  

 
 

１０２ 

   
 

   
 

   
 

 

 

 



  

 
 

１０３ 

 
   

以下
い か

は、現在
げんざい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

している方
かた

の人数
にんずう

です。 

 

        

６　障
しょう

がいのある方
かた

の福祉
ふくし

サービス
さーびす

について

（２）福祉
ふくし

サービス
さーびす

の利用
りよう

の有無
うむ

問
とい

１７  あなたは、次
つぎ

の福祉
ふくし

サービス
さーびす

を利用
りよう

していますか。（〇はいくつでも）

居宅介護
きょたくかいご

重度訪問介護
じゅうどほうもんかいご

同行援護
どうこうえんご

行動援護
こうどうえんご

重度障
じゅうどしょう

がい者等包括支援
　　　しゃとうほうかつしえん

生活介護
せいかつかいご

自立訓練（機能訓練）
じりつくんれん（きのうくんれん）

自立訓練（生活訓練）
じりつくんれん（せいかつくんれん）

就労移行支援
しゅうろういこうしえん

就労継続支援（Ａ型）
しゅうろうけいぞくしえん（えーがた）

就労継続支援（Ｂ型）
しゅうろうけいぞくしえん（びーがた）

療養介護
りょうようかいご

短期入所
たんきにゅうしょ

共同生活援助
きょうどうせいかつえんじょ

施設入所支援
しせつにゅうしょしえん

計画相談支援
けいかくそうだんしえん

地域移行支援
ちいきいこうしえん

地域定着支援
ちいきていちゃくしえん

児童発達支援
じどうはったつしえん

放課後等デイサービス
ほうかごとうでいさーびす

保育所等訪問支援
ほいくしょとうほうもんしえん

障がい児相談支援
しょう　　じそうだんしえん

地域活動支援センター
ちいきかつどうしえんせんたー

訪問入浴サービス
ほうもんにゅうよくさーびす

日中一時支援
にっちゅういちじしえん

相談支援
そうだんしえん

基幹相談支援センター
きかんそうだんしえんせんたー

その他
　　 　た

無回答
むかいとう

調査数
ちょうさすう

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）

0人 0.0%

0人 0.0%

36人 11.3%

8人 2.5%

0人 0.0%

0人 0.0%

3人 0.9%

40人 12.6%

0人 0.0%

5人 1.6%

7人 2.2%

4人 1.3%

31人 9.7%

0人 0.0%

0人 0.0%

15人 4.7%

4人 1.3%

15人 4.7%

8人 2.5%

4人 1.3%

1人 0.3%

15人 4.7%

37人 11.6%

2人 0.6%

22人 6.9%

139人 43.7%

318人 100.0%

18人 5.7%

19人 6.0%

5人 1.6%



  

 
 

１０４ 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



  

 
 

１０５ 

   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



  

 
 

１０６ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

１０７ 

        
 

以下
い か

は、今後
こ ん ご

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

を希望
き ぼ う

する方
かた

の人数
にんずう

です。 

 

       

６　障
しょう

がいのある方
かた

の福祉
ふくし

サービス
さーびす

について

（３）福祉
ふくし

サービス
さーびす

の今後
こんご

の利用
りよう

意向
いこう

問
とい

１７  今後
こんご

利用
りよう

したい福祉
ふくし

サービス
さーびす

はありますか。（〇はいくつでも）

居宅介護
きょたくかいご

重度訪問介護
じゅうどほうもんかいご

同行援護
どうこうえんご

行動援護
こうどうえんご

重度障
じゅうどしょう

がい者等包括支援
しゃとうほうかつしえん

生活介護
せいかつかいご

自立訓練（機能訓練）
じりつくんれん（きのうくんれん）

自立訓練（生活訓練）
じりつくんれん（せいかつくんれん）

就労移行支援
しゅうろういこうしえん

就労継続支援（Ａ型）
しゅうろうけいぞくしえん（えーがた）

就労継続支援（Ｂ型）
しゅうろうけいぞくしえん（びーがた）

療養介護
りょうようかいご

短期入所
たんきにゅうしょ

共同生活援助
きょうどうせいかつえんじょ

施設入所支援
しせつにゅうしょしえん

計画相談支援
けいかくそうだんしえん

地域移行支援
ちいきいこうしえん

地域定着支援
ちいきていちゃくしえん

児童発達支援
じどうはったつしえん

放課後等
ほうかごとう

デイサービス
でいさーびす

保育所等訪問支援
ほいくしょとうほうもんしえん

障
しょう

がい児相談支援
じそうだんしえん

地域活動支援センター
ちいきかつどうしえんせんたー

訪問入浴サービス
ほうもんにゅうよくさーびす

日中一時支援
にっちゅういちじしえん

相談支援
そうだんしえん

基幹相談支援センター
きかんそうだんしえんせんたー

その他
た

無回答
むかいとう

調査数
ちょうさすう

15人 4.7%

2人 0.6%

10人 3.1%

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）

18人 5.7%

20人 6.3%

16人 5.0%

5人 1.6%

3人 0.9%

28人 8.8%

45人 14.2%

16人 5.0%

37人 11.6%

20人 6.3%

36人 11.3%

2人 0.6%

6人 1.9%

28人 8.8%

1人 0.3%

17人 5.3%

2人 0.6%

5人 1.6%

23人 7.2%

36人 11.3%

15人 4.7%

12人 3.8%

7人 2.2%

9人 2.8%

20人 6.3%

133人 41.8%

318人 100.0%
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１０９ 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

１１０ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

１１１ 

 
 

災害
さいがい

時
じ

に困
こま

ることについては、全体
ぜんたい

では「どのような災害
さいがい

が起
お

こったのか、すぐにわから 

ない」が 24.2 ％
ぱーせんと

と 最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「まわりの人
ひと

とのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

がとれない」

（22.0 ％
ぱーせんと

）、「安全
あんぜん

なところまで、すぐに避難
ひ な ん

することができない」（21.4 ％
ぱーせんと

）、「必要
ひつよう

な 薬
くすり

が手
て

に入
はい

らない、治療
ちりょう

が受
う

けられない」（18.6 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

 一方
いっぽう

、「特
とく

にない」は 23.3 ％
ぱーせんと

となっている。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、身体障
しんたいしょう

がい者手帳所持者
しゃてちょうしょじしゃ

は「特
とく

にない」が 24.2 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「必要
ひつよう

な薬
くすり

が手
て

に入
はい

らない、治療
ちりょう

が受
う

けられない」（23.4 ％
ぱーせんと

）、「安全
あんぜん

な

ところまで、すぐに避難
ひ な ん

することができない」（22.7 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は「どのような災害
さいがい

が起
お

こったのか、すぐにわからない」が 32.9 ％
ぱーせんと

と 

最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「まわりの人
ひと

とのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

がとれない」（28.4 ％
ぱーせんと

）、「安全
あんぜん

 

なところまで、すぐに避難
ひ な ん

することができない」（23.9 ％
ぱーせんと

）、「救助
きゅうじょ

を求
もと

めることがで 

きない」（23.2 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

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「必要
ひつよう

な 薬
くすり

が手
て

に入
はい

らない、治療
ちりょう

が受
う

けられない」 

が 24.6 ％
ぱーせんと

と 最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「被害
ひ が い

の状 況
じょうきょう

、避
ひ

難
なん

の場所
ば し ょ

、物資
ぶ っ し

の入手方法
にゅうしゅほうほう

などがわか 

らない」「特
とく

にない」（ともに 23.0 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

 

７　災害対策
さいがいたいさく

について

（１）災害時
さいがいじ

に困
こま

ること

問
とい

１９  あなたが、地震
じしん

や台風
たいふう

などの災害
さいがい

のときに特
とく

に困
こま

ることはどんなことですか。（〇は

３つまで）



  

 
 

１１２ 

    

 
 

 

 

 

 

無回答
むかいとう 34人 10.7%

調査数
ちょうさすう 318人 100.0%

その他
た 16人 5.0%

特
とく

にない 74人 23.3%

補装具
ほそうぐ

や日常生活用具が使
にちじょうせいかつようぐつか

えなくなる 12人 3.8%

酸素
さんそ

ボンベ
ぼんべ

や吸
きゅう

たん器
き

、人口呼吸器
じんこうこきゅうき

が使
つか

えなくなる 8人 2.5%

避難所
ひなんじょ

で適切
てきせつ

な介助
かいじょ

・介護支援
かいごしえん

が受
う

けられない 20人 6.3%

必要
ひつよう

な薬
くすり

が手
て

に入
はい

らない、治療
ちりょう

が受
う

けられない 59人 18.6%

まわりの人
ひと

とのコミュニケーション
こみゅにけーしょん

がとれない 70人 22.0%

被害
ひがい

の状況、避難
じょうきょう　ひなん

の場所
ばしょ

、物資
ぶっし

の入手方法
にゅうしゅほうほう

などがわか

らない

54人 17.0%

救助
きゅうじょ

を求
もと

めても来
き

てくれる人がいない 20人 6.3%

安全
あんぜん

なところまで、すぐに避難
ひなん

することができない 68人 21.4%

どのような災害
さいがい

が起
お

こったのか、すぐにわからない 77人 24.2%

救助
きゅうじょ

を求
もと

めることができない 53人 16.7%

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）



  

 
 

１１３ 

 
 

 
 

 



  

 
 

１１４ 

 
  

災害
さいがい

時
じ

の備
そな

えとして取
と

り組
く

むべきことについては、全体
ぜんたい

では「障
しょう

がいのある方
かた

を避難誘
ひなんゆう

  

導
どう

する体制
たいせい

づくり」が 31.8 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「支援
し え ん

が必要
ひつよう

な方
かた

を対象
たいしょう

とした福祉
ふ く し

 

避難所
ひなんじょ

の拡充
かくじゅう

」（25.8 ％
ぱーせんと

）、「支援
し え ん

が必要
ひつよう

な方
かた

のための支援
し え ん

物資
ぶ っ し

の用意
よ う い

」(24.5 ％
ぱーせんと

)、 

「地域
ち い き

・近所
きんじょ

での日頃
ひ ご ろ

からの協 力
きょうりょく

体制
たいせい

づくり」（23.0 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、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「障
しょう

がいのある方
かた

を避難
ひ な ん

誘
ゆう

 

導
どう

する体制
たいせい

づくり」「支援
し え ん

が必要
ひつよう

な方
かた

を対象
たいしょう

とした福祉避難所
ふ く しひ なん じ ょ

の拡充
かくじゅう

」がともに 28.1 ％
ぱーせんと

で 最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「支援
し え ん

が必要
ひつよう

な方
かた

のための支援
し え ん

物資
ぶ っ し

の用意
よ う い

」（26.6 ％
ぱーせんと

）、「災
さい

害
がい

時
じ

の

医療
いりょう

受診
じゅしん

」（25.0 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は「 障
しょう

がいのある方
かた

を避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

する体制
たいせい

づくり」が 34.8 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も  

多
おお

く、以下
い か

「支援
し え ん

が必要
ひつよう

な方
かた

を対象
たいしょう

とした福祉避難所
ふ く しひ なん じ ょ

の拡充
かくじゅう

」（25.2 ％
ぱーせんと

）、「地域
ち い き

・ 

近所
きんじょ

での日
ひ

頃
ごろ

からの協力体制
きょうりょくたいせい

づくり」（20.6 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

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「災害
さいがい

時
じ

の医療
いりょう

受診
じゅしん

」が 23.0 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以
い

  

下
か

「災害時
さいがいじ

の生活
せいかつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の確立
かくりつ

」（21.3 ％
ぱーせんと

）、「支援
し え ん

が必要
ひつよう

なかたのための支援
し え ん

物資
ぶ っ し

の

用意
よ う い

」（19.7 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

 

７　災害対策
さいがいたいさく

について

問
とい

２０  あなたは、地震
じしん

や台風
たいふう

などの災害時
さいがいじ

に備
そな

え、必要
ひつよう

な取
と

り組
く

みはどれだと思
おも

いますか。

（〇は３つまで）



  

 
 

１１５ 

 
 

 

 

 

 

   

無回答
むかいとう

27人 8.5%

調査数
ちょうさすう

318人 100.0%

その他
た

6人 1.9%

わからない 49人 15.4%

ボランティア
ぼらんてぃあ

の受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の整備
せいび

18人 5.7%

支援
しえん

が必要
ひつよう

な方
かた

のための支援物資
しえんぶっし

の用意
ようい

78人 24.5%

支援
しえん

が必要
ひつよう

な方
かた

を対象
たいしょう

とした福祉避難所
ふくしひなんじょ

の拡充
かくじゅう

82人 25.8%

訓練実施
くんれんじっし

などの住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

13人 4.1%

災害時
さいがいじ

の医療受診
いりょうじゅしん

65人 20.4%

障
しょう

がいのある方
かた

を避難誘導
ひなんゆうどう

する体制
たいせい

づくり 101人 31.8%

災害時
さいがいじ

の情報伝達方法
じょうほうでんたつほうほう

の工夫
　　くふう

44人 13.8%

災害時
さいがいじ

の生活支援体制
せいかつしえんたいせい

の確立
かくりつ

65人 20.4%

地域・近所
ちいき　　きんじょ

での日頃
ひごろ

からの協力体制
きょうりょくたいせい

づくり 73人 23.0%

緊急通報システム
きんきゅうつうほうしすてむ

の普及
ふきゅう

37人 11.6%

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）



  

 
 

１１６ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



  

 
 

１１７ 

 
 

療育
りょういく

・教育
きょういく

で困
こま

っていることについては、全体
ぜんたい

では「今後
こ ん ご

の進学
しんがく

・進路
し ん ろ

選択
せんたく

で迷
まよ

って  

いる」が 48.6 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「療育
りょういく

・教育
きょういく

に関
かん

する情報
じょうほう

が少
すく

ない」（29.2 ％
ぱーせんと

）、

「災害
さいがい

時
じ

や緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

に不安
ふ あ ん

がある」（25.0 ％
ぱーせんと

）、「通園
つうえん

・通学
つうがく

の送
おく

り迎
むか

えが大変
たいへん

」「仕
し

 

事
ごと

ができない」「旅行
りょこう

や外出
がいしゅつ

がむずかしい」（ともに 15.3 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、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「今後
こ ん ご

の進学
しんがく

・進路
し ん ろ

選択
せんたく

で 

迷
まよ

っている」が 35.0 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「通園
つうえん

・通学
つうがく

の送
おく

り迎
むか

えが大変
たいへん

」（25.0 ％
ぱーせんと

）、

「療育
りょういく

・教育
きょういく

に関
かん

する情報
じょうほう

が少
すく

ない」「保
ほ

育士
い く し

や先生
せんせい

などの指導
し ど う

・支援
し え ん

の仕方
し か た

に不安
ふ あ ん

が 

ある」「旅行
りょこう

や外出
がいしゅつ

がむずかしい」「特
とく

に困
こま

っていることはない」（ともに 20.0 ％
ぱーせんと

） 

などとなっている。 

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は「今後
こ ん ご

の進学
しんがく

・進路
し ん ろ

選択
せんたく

で迷
まよ

っている」が 47.5 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、 

以
い

下
か

「療育
りょういく

・教育
きょういく

に関
かん

する情報
じょうほう

が少
すく

ない」（28.8 ％
ぱーせんと

）、「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

 

に不
ふ

安
あん

がある」（25.4 ％
ぱーせんと

）、「仕事
し ご と

ができない」（13.6 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

【保護者
ほごしゃ

の方
かた

におたずねします】

問
とい

２２ お子様
こさま

の療育
りょういく

・教育
きょういく

について困
こま

っていることはありますか。（〇は３つまで）

８
　

　療育
りょういく

・教育について
    きょういく

（２）療育
りょういく

・教育
きょういく

で困
こま

っていること



  

 
 

１１８ 

 
     

特
とく

に困
こま

っていることはない 9人 12.5%

無回答
むかいとう

2人 2.8%

調査数
ちょうさすう

72人 100.0%

休養
きゅうよう

や息抜
いきぬ

きの時間
じかん

がない 8人 11.1%

その他
た

2人 2.8%

仕事
しごと

ができない 11人 15.3%

旅行
りょこう

や外出
がいしゅつ

がむずかしい 11人 15.3%

経済的
けいざいてき

な負担
ふたん

が大
おお

きい 6人 8.3%

災害時
さいがいじ

や緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

に不安
ふあん

がある 18人 25.0%

療育
りょういく

・教育
きょういく

を受
う

ける機会
きかい

が少
すく

ない 6人 8.3%

今後
こんご

の進学
しんがく

・進路選択
しんろせんたく

で迷
まよ

っている 35人 48.6%

友
とも

だちとの関係
かんけい

がうまくいかない 6人 8.3%

相談
そうだん

するところがわからない 3人 4.2%

学校
がっこう

や園
えん

、施設
しせつ

でのカリキュラム
かりきゅらむ

が合
あ

わない 2人 2.8%

保育士
ほいくし

や先生
せんせい

などの指導
しどう

・支援
しえん

の仕方
しかた

に不安
ふあん

がある 6人 8.3%

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）

希望
きぼう

する施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

・通所
つうしょ

できない 2人 2.8%

通園
つうえん

・通学
つうがく

の送
おく

り迎
むか

えが大変
たいへん

11人 15.3%

療育
りょういく

・教育
きょういく

に関
かん

する情報
じょうほう

が少
すく

ない 21人 29.2%

希望
きぼう

する保育園
ほいくえん

・幼稚園
ようちえん

・こども園
えん

・学校
がっこう

に入
はい

れない 2人 2.8%



  

 
 

１１９ 

 
 

 
 

※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

については、該当者
がいとうしゃ

が０のため載
の

せていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

１２０ 

 
  

働く
はたらく

ために必要
ひつよう

な環境整備
かんきょうせいび

については、全体
ぜんたい

では「障
しょう

がいの程度
て い ど

にあった仕事
し ご と

である 

こと」が 46.9 ％
ぱーせんと

と 最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「雇
やと

う側
がわ

や同僚
どうりょう

が 障
しょう

がいを理解
り か い

してくれること」

（44.3 ％
ぱーせんと

）、「働
はたら

く時間
じ か ん

や日数
にっすう

を調整
ちょうせい

できること」（40.3 ％
ぱーせんと

）、「通勤
つうきん

・通所
つうしょ

手段
しゅだん

 

があること」（36.8 ％
ぱーせんと

）、「職場
しょくば

によい指導者
しどうしゃ

や相談
そうだん

できる先輩
せんぱい

がいること」（27.4 ％
ぱーせんと

）  

などとなっている。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、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「働く
はたらく

時間
じ か ん

や日数
にっすう

を調整
ちょうせい

で 

きること」が 43.8 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「雇
やと

う側
がわ

や同僚
どうりょう

が障
しょう

がいを理解
り か い

してくれるこ 

と」（40.6 ％
ぱーせんと

）、「 障
しょう

がいの程度
て い ど

にあった仕事
し ご と

であること」（35.9 ％
ぱーせんと

）、「通勤
つうきん

・ 

通所
つうしょ

手段
しゅだん

があること」「職場
しょくば

によい指導者
しどうしゃ

や相談
そうだん

できる先輩
せんぱい

がいること」（ともに 23.4 

％
ぱーせんと

）などとなっている。 

療育手帳所持者
りょういくてちょうしょじしゃ

は「 障
しょう

がいの程度
て い ど

にあった仕事
し ご と

であること」が 52.3 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、

以下
い か

「通勤
つうきん

・通所
つうしょ

手段
しゅだん

があること」「雇う
や と う

側
がわ

や同僚
どうりょう

が障
しょう

がいを理解
り か い

してくれること」（と

もに 43.2 ％
ぱーせんと

）、「職場
しょくば

によい指導者
しどうしゃ

や相談
そうだん

できる先輩
せんぱい

がいること」（28.4 ％
ぱーせんと

）、「 働
はたら

く時
じ

間
かん

や日数
にっすう

を調整
ちょうせい

できること」（26.5 ％
ぱーせんと

）などどなっている。 

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「働く
はたらく

時間
じ か ん

や日数
にっすう

を調整
ちょうせい

できること」が 50.8 ％
ぱーせんと

 

と 最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「雇う
や と う

側
がわ

や同僚
どうりょう

が障
しょう

がいを理解
り か い

してくれること」（34.4 ％
ぱーせんと

）、「通勤
つうきん

・

通所
つうしょ

手段
しゅだん

があること」「 障
しょう

がいの程度
て い ど

にあった仕事
し ご と

であること」（ともに 32.8 ％
ぱーせんと

）、「通院
つういん

などの保障
ほしょう

があること」（27.9 ％
ぱーせんと

）などとなっている。  

 

９　雇用
こよう

・就労
しゅうろう

について

問
とい

２５　あなたは、障
しょう

がいのある方
かた

が働
はたら

くためには、主
おも

にどのような環境
かんきょう

が整
ととの

っていることが

大切
たいせつ

だと思
おも

いますか。（〇は４つまで）



  

 
 

１２１ 

 
 

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）

障
しょう

がいの程度
ていど

にあった仕事
しごと

であること 149人 46.9%

働
はたら

く時間
じかん

や日数
にっすう

を調整
ちょうせい

できること 128人 40.3%

通勤
つうきん

・通所手段
つうしょしゅだん

があること 117人 36.8%

賃金
ちんぎん

が妥当
だとう

であること 60人 18.9%

通院
つういん

などの保障
ほしょう

があること 50人 15.7%

自宅
じたく

で仕事
しごと

ができること 31人 9.7%

雇
やとい

う側
がわ

や同僚
どうりょう

が障
しょう

がいを理解
りかい

してくれること 141人 44.3%

ジョブコーチ
じょぶこーち

などの職場
しょくば

に慣
な

れるまで援助
えんじょ

してくれる

制度
せいど

があること

32人 10.1%

就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な職業訓練・指導
しょくぎょうくんれんしどう

が受
う

けられること 42人 13.2%

勤務場所
きんむばしょ

に障
しょう

がいのある方
かた

のための設備
せつび

・機器
きき

が整
ととの

っ

ていること

32人 10.1%

その他
た 8人 2.5%

わからない 18人 5.7%

職場
しょくば

によい指導者
しどうしゃ

や相談
そうだん

できる先輩
せんぱい

がいること 87人 27.4%

一般企業
いっぱんきぎょう

などに障
しょう

がいのある方
かた

の場
ば

を確保
かくほ

すること 43人 13.5%

無回答
むかいとう 33人 10.4%

調査数
ちょうさすう 318人 100.0%



  

 
 

１２２ 

 

 

 
 



  

 
 

１２３ 

 
 

障
しょう

がいのある方
かた

への理解
り か い

が進
すす

んでいないと感
かん

じる行為
こ う い

については、全体
ぜんたい

では「外
がい

出
しゅつ

中
ちゅう

」

が 32.7 ％
ぱーせんと

と 最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「学校
がっこう

・仕事場
し ご と ば

」（25.5 ％
ぱーせんと

）、「余暇
よ か

を楽
たの

しむとき」（15.7

％
ぱーせんと

）などとなっている。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、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「外
がい

出 中
しゅつちゅう

」が 34.4 ％
ぱーせんと

と最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「学校
がっこう

・仕事場
し ご と ば

」（14.8 ％
ぱーせんと

）、「病院
びょういん

などの医療
いりょう

機関
き か ん

」（13.3 ％
ぱーせんと

）など

となっている。 

療育手帳所持者
りょういくてちょうしょじしゃ

は「外
がい

出 中
しゅつちゅう

」が 29.7 ％
ぱーせんと

と 最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「学校
がっこう

・仕事場
し ご と ば

」（28.4 ％
ぱーせんと

）、

「余暇
よ か

を楽
たの

しむとき」（17.4 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

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「学校
がっこう

・仕事場
し ご と ば

」が 29.5 ％
ぱーせんと

と 最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「仕事
し ご と

を探
さが

すとき」（24.6 ％
ぱーせんと

）、「住
す

んでいる地域
ち い き

」（21.3 ％
ぱーせんと

）などとなっている。   

 

  
 

 

 

１０　権利
けんり

擁護
ようご

について

問
とい

２６　障
しょう

がいのあることで、差別
さべつ

や嫌
いや

な思
おも

いをする（した）ことがある場合
ばあい

、どのような場
ば

所
しょ

、場面
ばめん

で嫌
いや

な思
おも

いをしましたか。（〇はいくつでも）

（１）障
しょう

がいがある方
かた

への理解
りかい

が進
すす

んでいないと感
かん

じる行為
こうい

調査数
ちょうさすう 318人 100.0%

無回答
むかいとう 110人 34.6%

住
す

んでいる地域
ちいき 38人 11.9%

その他
た 18人 5.7%

余暇
よか

を楽
たの

しむとき 50人 15.7%

病院
びょういん

などの医療機関
いりょうきかん 37人 11.6%

仕事
しごと

を探
さが

すとき 40人 12.6%

外出中
がいしゅつちゅう 104人 32.7%

学校・仕事場
がっこう　しごとば

81人 25.5%

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）



  

 
 

１２４ 

 

 
 

 
 

 

  



  

 
 

１２５ 

 
 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

事業
じぎょう

への要望
ようぼう

については、全体
ぜんたい

では「手当
て あ て

・年金
ねんきん

などの経済的
けいざいてき

な支援
し え ん

の充
じゅう

実
じつ

」

が 51.6 ％
ぱーせんと

と 最
もっと

も多
おお

く、以下
い か

「 障
しょう

がいのある方
かた

が住
す

みやすい住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

や整備
せ い び

」（25.2

％
ぱーせんと

）、「相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

」（24.8 ％
ぱーせんと

）、「地域
ち い き

で障
しょう

がいのある方
かた

を支
ささ

えていく体制
たいせい

づ

くり」（23.6 ％
ぱーせんと

）、「一般
いっぱん

就労
しゅうろう

・福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

への支援
し え ん

」「差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の推進
すいしん

」（ともに

23.0 ％
ぱーせんと

）などとなっている。 

所持
し ょ じ

している手帳
てちょう

別
べつ

でみると、いずれも「手当
て あ て

・年金
ねんきん

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

」が 最
もっと

も多
おお

く、特
とく

に身体障
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 51.6 ％
ぱーせんと

、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

62.3 ％
ぱーせんと

と半数
はんすう

以上
いじょう

を占
し

めている。 

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「 障
しょう

がいのある方
かた

が住
す

みやすい住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

や整備
せ い び

」（35.9

％
ぱーせんと

）、「 障
しょう

がいのある方
かた

へ配慮
はいりょ

したまちづくりの推進
すいしん

」（25.0 ％
ぱーせんと

）、療育
りょういく

手帳
てちょう

所持
し ょ じ

者
しゃ

  

は「一般
いっぱん

就労
しゅうろう

・福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

への支援
し え ん

」（25.2 ％
ぱーせんと

）、精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

手
て

帳
ちょう

所
しょ

持
じ

 

者
しゃ

は「差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の推進
すいしん

」（31.3 ％
ぱーせんと

）などがほかの手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に比
くら

べて多
おお

くなっている。 

 

１１　障
しょう

がい福祉
ふくし

に関
かん

する施策
しさく

について

（１）障
しょう

がい福祉
ふくし

事業
じぎょう

への要望
ようぼう

問
とい

２８　あなたは、障
しょう

がいのある方
かた

が安心
あんしん

して暮
く

らしていくために、どのようなことが必要
ひつよう

だ

と思
おも

いますか。（〇は５つまで）



  

 
 

１２６ 

 

障
しょう

がいのある方
かた

へ配慮
はいりょ

したまちづくりの推進
すいしん

59人 18.6%

障
しょう

がいのある方
かた

が住
す

みやすい住宅
じゅうたく

の確保
かくほ

や整備
せいび

80人 25.2%

ボランティア活動
ぼらんてぃあ　　　かつどう

の推進
すいしん

15人 4.7%

障
しょう

がいのある方
かた

への理解啓発
りかいけいはつ

や交流促進
こうりゅうそくしん

68人 21.4%

差別解消の推進
さべつかいしょう  すいしん

73人 23.0%

相談体制の整備
そうだんたいせいせいび

79人 24.8%

地域
ちいき

における共生社会の実現
きょうせいしゃかい　じつげん

45人 14.2%

地域
ちいき

で障
しょう

がいのある方
かた

を支
ささ

えていく体制
たいせい

づくり 75人 23.6%

障
しょう

がいの早期発見
そうきはっけん

・早期治療
そうきちりょう

の推進
すいしん

26人 8.2%

障
しょう

がい児保育
じほいく

・障
しょう

がい児教育
じきょういく

の充実
じゅうじつ

35人 11.0%

福祉
ふくし

に関
かん

する情報提供の充実
じょうほうていきょう じゅうじつ

52人 16.4%

手当
てあて

・年金
ねんきん

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

164人 51.6%

調査数
ちょうさすう

318人 100.0%

その他
た

7人 2.2%

無回答
むかいとう

28人 8.8%

生涯学習や文化活動の推進
しょうがいがくしゅう ぶんかかつどう すいしん

7人 2.2%

障
しょう

がいのある方自身
かたじしん

の社会参加
しゃかいさんか

の促進
そくしん

43人 13.5%

一般就労・福祉的就労
いっぱんしゅうろう ふくしてきしゅうろう

への支援
しえん

73人 23.0%

スポーツ・レクリエーション
すぽーつ　　　　れくりえーしょん

活動
かつどう

の推進
すいしん

12人 3.8%

選択項目
せんたくこうもく

回答数
かいとう すう

(人
にん

） 構成比
こうせいひ

（％
ぱーせんと

）

入所施設
にゅうしょしせつ

の設置
せっち

や施設運営
しせつうんえい

の改善
かいぜん

64人 20.1%

通所施設
つうしょしせつ

の設置
せっち

や施設運営
しせつうんえい

の改善
かいぜん

42人 13.2%

障
しょう

がいのある方
かた

の防災対策
ぼうさいたいさく

の充実
じゅうじつ

45人 14.2%

在宅福祉サービス
ざいたくふくしさーびす

の充実
じゅうじつ

39人 12.3%



  

 
 

１２７ 

   

  



  

 
 

１２８ 

    

  



  

 
 

１２９ 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第
だ い

４ 次 障
じ し ょ う

が い 者 計 画
し ゃ け い か く

 

第
だい

７期障
きしょう

がい福祉計画
ふ く し け い か く

 

第
だい

３期障
きしょう

がい児福祉計画
じ ふ く し け い か く

 

令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

１１年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

６年
ねん

３月発行
がつはっこう

 

[編集発行
へんしゅうはっこう

] 大仙市健康福祉部社会福祉課
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〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町
あきたけんだいせんしおおまがりはなぞのちょう

１番
ばん

１号
ごう

 

TEL 0187-63-1111 FAX 0187-63-8811 
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